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ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と「
古
典
」の
接
点
と
差
異

畠
　
山
　
　
　
達

序
論

　

十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
文
学
者
た
ち
に
最
も
読
ま
れ
た
詩
集
は
何
だ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
こ
と
が
文
学
的
価
値

の
高
さ
や
影
響
力
の
大
き
さ
を
証
明
す
る
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
し

か
し
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
詩
作
品
は
、
そ
の
時
代
特
有
の
文
学
観
の

形
成
に
多
少
な
り
と
も
貢
献
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
新
し
い
詩
を
読
む

と
き
、
共
感
す
る
に
せ
よ
、
批
判
す
る
に
せ
よ
、
読
者
は
何
か
し
ら
の
既

成
概
念
を
拠
り
所
と
し
た
り
、
過
去
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
作
品
と
比
較

し
た
り
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
多
い
筈
で
あ
る
。
書
き
手
で
あ
る

詩
人
も
、
自
分
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
か
あ
る
程
度
は
想
定
し

な
が
ら
、
筆
を
と
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
十
九
世
紀
の
読

者
お
よ
び
詩
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
知
識
や
教
養
、
ま
た

は
詩
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
考
え
方
を
知
る
た
め
に
多
く
読
ま
れ
た
詩
集

を
知
る
こ
と
は
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
十
九
世
紀
に
は
ど
の
よ
う
な
詩
集
が
最
も
読
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
文
学
史
の
教
科
書
を
紐
解
く
と
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
に
惹

か
れ
、
ユ
ゴ
ー
と
と
も
に
ロ
マ
ン
主
義
に
熱
狂
し
た
詩
人
、
写
実
主
義
に

傾
き
、
後
の
自
然
主
義
へ
の
道
を
拓
い
た
詩
人
、
ま
た
は
そ
の
反
動
で
象

徴
主
義
へ
至
っ
た
詩
人
の
著
書
な
ど
が
十
九
世
紀
の
「
主
要
作
品
」
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
果
た
し
て
、
ユ
ゴ
ー
の
『
東
方
詩
集
』、
ラ
マ

ル
テ
ィ
ー
ヌ
の
『
瞑
想
詩
集
』
な
ど
は
、
ど
の
程
度
の
読
者
を
持
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
代
に
関
し
て
は
、
影
響
面
か
ら
考
え

れ
ば
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
ロ
ル
ム
の
生
涯
と
詩
と
思
索
』

は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
ろ
う
し
、
芸
術
至
上
主
義
を
提
唱

し
た
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
『
螺
鈿
七
宝
詩
集
』
な
ど
も
主
要
作
品
と
し
て
認
め

	

―
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
に
よ
る
教
科
書
と
の
比
較
を
通
し
て

―
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ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
詩
集
は
ど
こ
ま
で
巷
間
に
迎
え
入
れ

ら
れ
た
の
か
。
今
日
で
こ
そ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
は
近
代
詩
の

道
を
切
り
拓
い
た
代
表
的
な
詩
集
と
さ
れ
て
い
る
が
、
発
表
当
時
は
そ
こ

ま
で
多
く
の
読
者
を
得
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
際
、
今
日
「
主
要
作
品
」

と
さ
れ
て
い
る
上
記
の
詩
集
よ
り
も
、
読
者
数
と
い
う
意
味
で
は
、
文
学

史
で
は
中
心
的
に
扱
わ
れ
な
い
十
九
世
紀
前
半
の
国
民
詩
人
ベ
ラ
ン
ジ
ェ

の
歌
謡
の
方
が
愛
唱
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
、「
ブ
ー
ル

ヴ
ァ
ー
ル
演
劇
」
と
呼
ば
れ
る
人
気
の
あ
っ
た
大
衆
演
劇
の
方
に
よ
り
多

く
の
観
衆
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

多
く
の
文
学
史
に
は
一
八
三
〇
年
の
『
エ
ル
ナ
ニ
』
を
も
っ
て
、
ロ
マ

ン
主
義
文
学
運
動
が
勝
利
を
収
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
れ
に
続
く
形
で

新
し
い
文
学
運
動
が
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ

の
戦
い
に
敗
北
し
た
文
学
、
ま
た
は
新
し
い
文
学
運
動
に
与
し
な
か
っ
た

作
品
に
は
あ
ま
り
脚
光
が
当
た
ら
ず
、
忘
れ
ら
れ
が
ち
に
な
っ
た
。
そ
れ

で
も
ベ
ラ
ン
ジ
ュ
や
「
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
演
劇
」
は
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
第
三
共
和
政
に
入
り
、
文
学
史
が
中
等

教
育
に
導
入
さ
れ
、
定
着
し
て
い
く
過
程
で
真
っ
先
に
葬
り
去
ら
れ
た
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
中
等
教
育
に
お
け
る
伝
統
的
な
古
典
教
育
で
あ
る
。

古
典
教
育
が
排
斥
の
対
象
と
な
る
に
は
様
々
な
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
最
も
大
き
な
原
因
は
「
文
学
史
」
と
い
う
学

問
・
科
目
が
成
立
し
た
背
景
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
文
学
史
は
古
典
教

育
に
と
っ
て
代
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
、
学
校
教
育
に
導
入
さ

れ
た
科
目
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
古
典
教
育
を
上
書
き
し

た
も
の
が
文
学
史
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
学
史
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
前
、
中
等
教
育
の
基
盤
に
な
っ
て
い

た
の
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
中
心
と
し
た
ラ
テ
ン
語
教
育
で
あ
っ
た
。
生
徒

の
学
力
低
下
や
古
典
語
教
育
の
意
義
、
よ
り
実
用
的
ま
た
は
科
学
的
な
教

育
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
常
に
問
題
と
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
で
も
、
古
典
教
育
の
伝
統
は
曲
が
り
な
り
に
も
第
三
共
和
政

の
到
来
ま
で
維
持
さ
れ
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
普
仏
戦
争
で
の
敗
北
に
よ
っ

て
フ
ラ
ン
ス
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
、
中
等
教
育
は
抜
本
的
な
変
革
を

遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
は
役
に
立
た
ず
科
学
的
で
は
な

い
と
否
定
さ
れ
、
ラ
テ
ン
語
を
中
心
と
し
た
教
育
に
よ
っ
て
自
国
語
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
語
が
軽
視
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
古
典
教
育
は
目
の
敵
に

さ
れ
る
。
第
二
帝
政
の
崩
壊
後
、
国
家
の
再
建
と
成
立
の
た
め
に
、
何
よ

り
も
「
国
語
」
の
教
育
が
最
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
当
時
物
議
を
醸
し
た
「
ラ
テ
ン
語
の
問
題
」
に
つ
い
て

細
か
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
1
。
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ラ
ン
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、
古
典
教
育
は
「
軽
喜
劇
作
家
、
小
説
家
、
詩
人
、
批
評
家
、
新
聞
記

者
、
ま
た
は
『
職
を
持
た
な
い
』
単
な
る
社
交
人
」
に
な
る
者
以
外
に
は

「
良
い
と
い
う
よ
り
は
悪
い
」
と
批
判
し
、
よ
り
科
学
的
な
教
育
が
必
要

と
主
張
し
て
い
る
2
。
ラ
ン
ソ
ン
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
古
典
語
の
教
育

を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
伝
統
的
な
教
育
法
を
逆
転
さ
せ
て
ラ
テ

ン
語
教
育
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
を
優
位
に
置
き
、
テ
ー
ム
（
フ
ラ
ン

ス
語
の
ラ
テ
ン
語
訳
）
よ
り
も
ヴ
ェ
ル
シ
オ
ン
（
ラ
テ
ン
語
の
フ
ラ
ン
ス

語
訳
）
を
重
視
し
、
ロ
ラ
ン
や
マ
ル
モ
ン
テ
ル
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
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難
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
科
学
的
に
真
実
を
分
析
す
る

た
め
に
「
文
学
史
」
が
導
入
さ
れ
、
文
学
者
の
よ
う
に

0

0

0

0

書
く
の
で
は
な
く
、

文
学
に
つ
い
て

0

0

0

0

書
く
教
育
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
て
上
書
き
さ
れ
た
古
典
教
育
が
文
学
史
の
中
で
扱
わ
れ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
。
古
典
教
育
を
廃
止

し
て
、
刷
新
す
べ
き
だ
っ
た
中
等
教
育
の
中
で
、
古
典
教
育
の
内
容
を
教

え
る
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
自
己
矛
盾
に
近
い
行
為
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
古
典
教
育
の
内
容
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
二
十
世
紀
半
ば
か
ら
中
等
教
育
の
具
体
的
な
内
容
を
知
る
必
要
性

は
訴
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
教
育
史
研
究
に
お
い
て
も
、
文
学
研
究
に

お
い
て
も
、
長
い
こ
と
扱
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
本
格
的
な
研
究

が
始
ま
っ
た
の
は
、
文
学
史
が
古
典
教
育
に
と
っ
て
変
わ
っ
て
か
ら
約
一

世
紀
を
経
た
一
九
八
〇
年
代
以
降
で
、
そ
の
成
果
は
二
〇
〇
〇
年
に
入
っ

て
よ
う
や
く
実
を
結
び
始
め
た
の
が
実
情
で
あ
る
3
。

と
こ
ろ
が
、
十
九
世
紀
の
詩
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
古
典
教
育
を
受
け
て
育
っ
て
い
る
。
本
論
冒
頭
の
質
問
に
戻
っ

て
、
当
時
も
っ
と
も
読
ま
れ
、
か
つ
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
詩
集
は
何

で
あ
っ
た
か
、
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
の
一
つ
と
し
て
中
等
教
育
で

扱
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
詩
の
教
科
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
授

業
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
詩
は
読
解
や
解
釈
を
す
る
こ
と
が
主

な
目
的
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
主
に
暗
記
、
暗
唱
の
対
象
と
さ
れ

て
い
た
。
詩
は
読
む
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
朗
誦
さ
れ
る
も
の
と
い
う
時

代
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
は
徹
底
的
に
フ
ラ
ン
ス
詩
を
覚
え
る
こ
と
で
、
そ

れ
ら
の
詩
作
品
が
教
養
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
言
語
感
覚
と
し
て
血
と

な
り
肉
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

ボ
ワ
ロ
ー
の
『
諷
刺
詩
』
を
易
々
と
朗
誦
し
て
い
た
と
い
う
証
言
が
残
さ

れ
て
い
る
が
4
、
特
に
ボ
ワ
ロ
ー
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
ら

珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
当
時
の
生
徒
な
ら
ば
皆
、
多
少
な
り
と
も
暗
唱
が

で
き
た
筈
で
あ
る
。
で
は
、
当
時
も
っ
と
も
流
布
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
詩

の
教
科
書
は
何
で
あ
っ
た
か
。

十
九
世
紀
に
は
多
く
の
教
科
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
冊
に
限

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
多
く
の
証
言
と
長
年
増
刷
さ
れ
続
け
た

事
実
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド

ラ
プ
ラ
ス
の
編
纂
に
よ
っ
て
一
八
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
教
科
書
『
文
学

と
道
徳
の
フ
ラ
ン
ス
課
業
（Leçon

s fra
n

ça
ises d

e littéra
tu

re et d
e 

m
ora

le

）』（
以
後
、『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
と
す
る
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
教
科
書
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
か
ら
の
抜
粋
を
集
め

た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
、
一
巻
が
散
文
、
二
巻
が
韻
文
の
二
冊
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
教
科
書
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
十
九
世
紀

に
広
く
読
者
を
持
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
ほ
ど
多

く
読
ま
れ
、
朗
誦
さ
れ
た
詩
集
も
少
な
い
。
ま
た
古
典
教
育
の
一
環
と
し

て
使
わ
れ
て
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
当
時
の
人
た
ち
の
文
学
観
の
形
成

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
関
す
る
基
本
事
項
を

確
認
し
た
う
え
で
、『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
含
ま
れ
る
作
品
と
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
の
作
品
と
の
比
較
、
検
討
を
試
み
た
い
。
前
半
部
分
で
は
、
ノ
エ
ル
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と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
経
歴
、
教
科
書
の
成
立
、
内
容
、
特
徴
に
つ
い
て
論
じ

る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
有
名
な
教
科
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
知
ら
れ

て
い
な
い
面
が
多
い
た
め
、
こ
の
教
科
書
に
ま
つ
わ
る
基
本
的
な
事
項
は

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
作
品
の
多
く
は
、
今
日
文
学
史
で
は
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な

く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
十
九
世
紀
に
中
等
教
育
を
受
け
た
詩
人
た
ち
が

新
し
い
文
学
の
創
作
を
目
指
し
た
と
き
、
彼
ら
が
下
敷
き
に
し
た
文
学
が

こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
文
学
の
ネ
ガ
と
な
っ
た
部
分
に
光
を
あ

て
て
み
る
の
が
本
論
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

後
半
で
は
、
具
体
的
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
作
品
と
の
対
比
を
す
る
。

否
定
す
る
対
象
と
な
っ
た
文
学
の
内
容
を
知
る
こ
と
で
、
ロ
マ
ン
派
以
降

の
文
学
の
持
っ
て
い
た
新
し
さ
や
目
的
が
よ
り
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。
ノ

エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
に
描
か
れ
て
い
る
文
学
的
主
題
と
共
通
す
る

も
の
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
か
ら
数
編
抽
出
し
、
そ
の
差
異
に

つ
い
て
分
析
を
し
て
み
た
い
。
古
典
作
品
を
扱
う
以
上
、
既
に
知
ら
れ
て

い
る
一
面
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
古
典
的

な
詩
の
ト
ポ
ス
を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
か
検
証
す
る
こ
と
は
無
駄
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
文
学
史
で
は
「
一
般
的
だ
っ
た
」
と
い
う
一
言
で
片
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。

Ⅰ　

ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
に
よ
る
教
科
書
＝
選
集

一
．
作
者
の
経
歴
と
教
科
書
の
重
要
性

ま
ず
は
、
こ
の
有
名
な
教
科
書
を
編
纂
し
た
二
人
の
経
歴
と
十
九
世

紀
の
中
等
教
育
に
お
け
る
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
の
重
要
性
に
つ
い
て
簡
単

に
確
認
し
て
お
き
た
い
5
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
（
一
七
五
五
年
生
‐

一
八
四
一
年
没
）、
正
式
に
は
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
ミ
シ
ェ
ル
・
ノ

エ
ル
で
父
親
は
古
着
屋
だ
っ
た
ら
し
く
慎
ま
し
い
身
分
の
出
身
だ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ノ
エ
ル
は
奨
学
金
を
得
て
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ

ン
で
学
業
に
勤
し
む
。
学
校
で
の
成
績
が
優
秀
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま

ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
に
教
員
と
し
て
残
り
、
自
ら
詩
作
も
し
て
ア
カ
デ
ミ

ー
か
ら
褒
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
に
は
新
聞
記
者

と
し
て
活
躍
し
、
外
務
省
に
務
め
て
デ
ン
・
ハ
ー
グ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

全
権
公
使
と
な
り
、
輝
か
し
い
要
職
を
経
た
後
に
、
一
八
〇
二
年
に
公
教

育
視
学
総
監
の
一
人
と
し
て
教
育
界
に
復
帰
す
る
。
そ
の
後
は
生
涯
こ
の

職
を
全
う
し
た
。
そ
の
間
こ
の
碩
学
は
、
今
回
扱
う
教
科
書
と
は
別
に
、

フ
ラ
ン
ス
語
と
ラ
テ
ン
語
、
神
話
、
詩
、
古
典
に
関
す
る
膨
大
な
量
の
教

科
書
、
参
考
書
、
辞
書
を
執
筆
し
て
お
り
、
当
時
の
教
育
界
の
重
鎮
と
し

て
活
躍
し
た
よ
う
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
著
者
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ラ
プ

ラ
ス
6（
一
七
五
七
年
生
‐
一
八
二
五
年
没
）
は
、
ノ
エ
ル
と
同
じ
よ
う

に
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
で
学
習
す
る
が
、
未
来
の
共
同
執
筆
者
と
は
異
な

り
、
革
命
の
混
乱
期
も
教
育
界
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
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ス
最
初
の
高
等
師
範
学
校
で
教
え
、
リ
セ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
教
鞭
を
と
っ

た
の
ち
、
一
八
一
〇
年
以
降
は
ず
っ
と
栄
え
あ
る
パ
リ
大
学
文
学
部
の
ラ

テ
ン
語
演
説
の
教
師
と
し
て
過
ご
し
た
。

ど
ち
ら
の
作
者
も
体
制
が
幾
度
も
転
覆
す
る
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世

紀
と
い
う
波
乱
の
社
会
を
う
ま
く
生
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ

の
二
人
の
編
集
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
の
初
版
の
題
名
は
『
文
学
と
道

徳
の
課
業
（Leçon

s d
e littéra

tu
re et d

e m
ora

le

）』
で
あ
る
。
ラ
テ

ン
語
版
な
ど
他
の
言
語
の
教
科
書
も
後
に
出
版
す
る
た
め
に
こ
の
題
名

に
「
フ
ラ
ン
ス
」
が
加
わ
り
、『
比
較
文
学
講
義
（C

ou
rs d

e littéra
tu

re 

com
pa

rée

）』
な
ど
も
後
に
副
題
と
し
て
置
か
れ
る
。「Leço
n
s

」
を
「
課

業
」
と
訳
し
た
の
は
、
こ
の
教
科
書
は
主
に
暗
唱
の
た
め
の
作
品
集
と
い

う
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
が
長
い
間
、
古
典

教
育
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
た
理
由
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ

ル
が
公
教
育
視
学
総
監
と
い
う
地
位
に
い
た
影
響
を
挙
げ
る
人
も
い
る
。

『
十
九
世
紀
ラ
ル
ー
ス
』
に
は
、
著
作
の
長
所
よ
り
も
著
者
の
社
会
的
地

位
の
お
陰
で
こ
の
教
科
書
は
大
き
な
成
功
を
収
め
た
と
、
若
干
の
揶
揄
も

込
め
て
書
か
れ
て
い
る
7
。
実
際
、
こ
の
教
科
書
の
初
版
は
一
八
〇
四
年

に
刊
行
さ
れ
て
か
ら
数
ヵ
月
で
売
り
切
れ
た
ら
し
く
、
す
ぐ
に
翌
年
第
二

版
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
八
六
二
年
の
第
二
九
版
ま
で
増
刷
さ

れ
続
け
、
版
を
重
ね
る
ご
と
に
ペ
ー
ジ
数
も
増
え
て
い
っ
た
。
初
版
で
は

そ
れ
ぞ
れ
一
巻
が
四
五
〇
頁
、
二
巻
が
四
五
九
頁
だ
っ
た
が
、
第
二
版
で

は
既
に
そ
れ
ぞ
れ
五
七
六
頁
と
六
〇
〇
頁
、
一
八
二
二
年
の
第
十
一
版
は

六
七
六
頁
と
六
五
八
頁
、
一
八
三
四
年
の
第
二
十
一
版
は
七
三
一
頁
と

七
一
七
頁
、
一
八
四
七
年
の
第
二
十
七
版
は
七
三
九
頁
と
七
一
七
頁
と
嵩

は
着
実
に
増
し
て
い
っ
た
。

そ
の
間
、
一
八
〇
九
年
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
学
級
で
使
用
す
べ
き
教
科
書

と
し
て
公
教
育
機
関
か
ら
認
定
さ
れ
、
公
の
お
墨
付
き
を
得
た
こ
と
も
あ

り
、
需
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
。
高
学
年
向
け
の
選
集
と
い
う
形

を
と
っ
た
新
し
い
教
科
書
だ
っ
た
た
め
に
他
の
出
版
社
か
ら
模
倣
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
、
ベ
ル
ギ
ー
で
は
海
賊
版
が
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
教
科
書
の
成
功
に
後
押
し
さ
れ
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ノ
エ
ル
は
同
じ

形
態
の
ラ
テ
ン
語
版
、
英
語
版
選
集
＝
教
科
書
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
当
時
の
コ
ン
ク
ー
ル
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
や
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
へ
の

入
学
試
験
の
際
に
も
、
こ
の
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
教
科
書
は
大
い
に

参
考
に
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
出
て
く
る

作
品
を
暗
記
す
る
こ
と
が
学
業
で
成
功
す
る
近
道
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
選
集
の
成
功
は
学
内
に

留
ま
ら
ず
、
一
般
の
読
者
も
多
く
得
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
8
。

一
八
二
七
年
生
ま
れ
で
、
エ
ド
モ
ン
・
ア
ブ
ー
と
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ

で
校
友
に
な
り
、
後
に
文
芸
批
評
家
・
劇
評
家
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス

ク
・
サ
ル
セ
ー
は
、
一
八
七
九
年
に
か
つ
て
自
分
が
受
け
た
古
典
教
育
を

批
判
し
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

﹇
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
﹈『
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
課
業
』！
『
ラ
テ
ン

文
学
の
課
業
』！
前
者
は
二
冊
、
後
者
も
二
冊
！
今
や
『
ラ
テ
ン
文

学
の
課
業
』
は
良
く
覚
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
フ
ラ
ン
ス
文
学
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の
課
業
』
と
き
た
ら
！
あ
あ
、
こ
れ
ら
の
課
業
と
き
た
ら
、
私
の
手

に
渡
さ
れ
た
大
き
な
八
つ
折
の
、
そ
の
大
部
分
は
暗
記
を
し
た
二
冊

の
本
、
そ
れ
が
ま
だ
見
え
る
か
の
よ
う
だ
。
あ
な
た
方
に
は
決
し
て

わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
、
ど
れ
だ
け
マ
ル
モ
ン
テ
ル
の
散
文
、
エ
ス

メ
ナ
ー
ル
の
韻
文
を
繰
り
返
し
た
か
。
そ
し
て
、
ド
リ
ー
ル
と
き
た

ら
！
今
で
さ
え
も
、
三
十
五
年
か
四
十
年
の
時
を
経
て
も
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
ド
リ
ー
ル
に
よ
る
コ
ー
ヒ
ー
の
礼
賛
や
チ
ェ
ス
の
描
写
が
記
憶

の
中
を
漂
っ
て
い
る
9
。

十
九
世
紀
の
中
等
教
育
を
受
け
た
生
徒
で
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
も
っ

た
人
は
多
数
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
毎
日
、
暗
唱
を
徹
底
的
に

繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
詩
を
大
人
に
な
っ
て
も
覚
え
て
い
た

だ
ろ
う
し
、
暗
唱
を
通
し
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
言
語
感
覚
や
文
学

観
も
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
含
め
た

十
九
世
紀
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
も
同
じ
状
況
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。

二
．
教
科
書
の
構
成
と
成
立

次
に
こ
の
教
科
書
の
構
成
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
教
科
書
の
構
成
は
、
今
日
の
人
か
ら
見
た
ら
や
や
奇
異
に
映
る
か
も

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
集
め
ら
れ
た
作
品
の
配
列
は
、
詞
華
集
で
よ
く

採
用
さ
れ
る
年
代
順
で
も
な
く
、
人
名
順
で
も
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば

一
八
三
六
年
刊
行
の
第
二
十
二
版
で
は
以
下
の
よ
う
な
章
組
の
構
成
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
含
ま
れ
て
い
る
作
品
数
も
横
に
記
し
て
お

く
。詩

（P
o
ésie

：
三
編
）

叙
述
（N

arratio
n
s

：
三
八
編
）

絵
画
（Tab

leau
x

：
六
〇
編
）

描
写
（D

escrip
tio

n
s

：
五
三
編
）

定
義
（D

éfi
n
itio

n
s

：
三
〇
編
）

寓
話
（Fab

les

：
二
一
編
）

寓
意
（A

llégo
ries

：
四
七
編
）

宗
教
道
徳
、ま
た
は
実
践
哲
学（M

orale religieu
se, ou

 P
h
ilosop

h
ie 

p
ratiq

u
e

：
五
二
編
）

叙
情
詩
（M

o
rceau

x lyriq
u
es

：
二
七
編
）

演
説
・
演
説
詩
（D

isco
u
rs et M

o
rceau

x o
rato

ires

：
六
三
編
）

対
話
（D

ialo
gu

es

：
九
編
）

性
格
、ま
た
は
肖
像
と
比
較（C

aractères ou portraits, et parallèles

：

八
四
編
、う
ち
、政
治
的
性
格caractères p

o
litiq

u
es

：
二
〇
編
、

文
学
的
性
格caractères littéraires

：
二
七
編
、
道
徳
的
性
格

caractères m
o
rales

：
三
七
編
）

こ
の
よ
う
な
章
立
て
は
、
対
話
を
除
い
て
散
文
の
巻
も
同
じ
構
成
に
な

っ
て
お
り
、
一
巻
の
散
文
と
二
巻
の
韻
文
は
対
を
な
し
て
い
る
。
作
者
別

で
も
な
く
、
年
代
別
で
も
な
い
選
集
の
分
類
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
旨

と
し
て
い
た
当
時
の
教
育
方
法
と
目
的
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
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わ
れ
る
。
中
等
教
育
で
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
詩
を
暗
記
さ
せ
て
い
た
か

だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
作
文
も
し
て
い
た
か
、
こ
の
区
分
が
参
考

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
分
類
や
課
題
は
、
お
そ
ら
く
プ
ロ
ギ
ュ
ム
ナ
ス
マ
タ
の
教

育
ま
で
遡
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
の
歴
史
に
関

し
て
は
さ
て
措
く
こ
と
に
し
て
、
一
八
五
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
ギ
エ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
著
書
に
よ
る
と
、「
叙
述
（
ナ
ラ
シ
オ
ン
）」
は
、
一

定
の
長
さ
が
あ
り
、
直
接
話
法
や
対
話
を
付
随
的
に
し
か
認
め
な
い
、
多

少
と
も
華
麗
で
生
き
生
き
と
し
た
全
て
の
作
文
を
指
す
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
一
般
的
に
事
実
ま
た
は
事
実
だ
と
想
定
さ
れ
た
も
の
を
述
べ
る
の

が
「
叙
述
」
だ
と
し
て
い
る
。
他
に
「
叙
述
」
に
含
ま
れ
る
作
文
の
分
類
と

し
て
「
１
．定
義
、
２
．肖
像
と
性
格
、
３
．比
較
、
４
．対
話
、
５
．寓
意
、

６
．寓
話
、
７
．絵
画
と
描
写
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
10
。
こ
の
よ
う
な

分
類
は
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
著
作
の
区
分
と
一
致
し
て
い
る
。
同
様
に
、

レ
ト
リ
ッ
ク
の
教
師
を
長
年
務
め
て
い
た
バ
ロ
ー
が
そ
の
経
験
を
生
か

し
て
作
っ
た
作
文
の
教
科
書
で
も
、「
第
一
部　

描
写
、
第
二
部　

叙
述
、

第
三
部　

対
話
、
第
四
部　

演
説
」
と
、
同
じ
よ
う
な
区
分
が
用
い
ら
れ

て
い
る
11
。
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
が
同
じ
章
立
て
を
用
い
た
ラ
テ
ン
語

版
の
教
科
書
を
作
成
し
た
際
に
も
、
序
文
の
中
で
こ
の
分
類
法
が
重
要
か

つ
有
効
で
、
読
者
に
支
持
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
12
。
当
時
の
古
典
教
育

の
内
容
と
方
法
に
は
適
し
た
章
立
て
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
区
分
に
よ
っ
て
、
詩
の
役
割
が
主
に
行
為
、
光
景
、
物
、

動
物
、
人
物
、
性
格
等
の
描
写
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
推
察

で
き
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
シ
モ
ニ
デ
ス
に
よ
る
絵
画
と
し
て
の
詩
と
い

う
認
識
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ

ス
の
教
科
書
が
フ
ラ
ン
ス
詩
選
の
先
鞭
を
つ
け
、
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
基

本
と
す
る
同
じ
よ
う
な
章
立
て
を
採
用
す
る
教
科
書
も
出
版
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
統
一
性
に
欠
け
る
、
年
代
別
に
区
分
す
べ
き
だ
と
批
判
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
教
科
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
初
期
の
選
集
が
こ
の
よ

う
な
区
分
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

一
八
四
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
ミ
シ
ョ
ー
の
伝
記
記
事
に
よ
れ
ば
、
ノ

エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
選
集
は
、
元
々
モ
ワ
ザ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク
に
よ

る
『
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
携
帯
版
叢
書
13
』
に
想
起
を
得
て
い
る
と
し
、
ノ

エ
ル
は
こ
の
著
作
を
「
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
一
言
も
触
れ
て
い

な
い
」
と
批
判
気
味
に
述
べ
て
い
る
14
。
ま
た
、
根
拠
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
一
八
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ヴ
ァ
プ
ロ
ー

の
辞
典
も
モ
ワ
ザ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク
の
選
集
は
「
ノ
エ
ル
の
選
集
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
15
。『
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
携
帯
版
叢
書
』

は
、
一
八
〇
〇
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
一
八
〇
三
年
に
は

大
幅
に
増
改
訂
さ
れ
た
第
二
版
が
同
じ
く
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
間
に
、
簡
略
版
も
一
八
〇
一
年
に
は
出
版
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
16
、
一
八
一
二
年
に
は
題
名
を
変
え
て
、
新
版
と
銘
打
っ
て
構
成

も
見
直
さ
れ
た
『
文
学
、
歴
史
、
哲
学
の
練
習
17
』
が
パ
リ
で
刊
行
さ
れ
、

更
に
そ
の
二
年
後
に
は
、
再
度
題
名
が
若
干
変
更
さ
れ
、『
文
学
、
歴
史
、

哲
学
の
講
義
18
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

一
八
一
三
年
に
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
カ
タ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
、
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一
八
〇
三
年
の
再
版
で
は
、
散
文
は
モ
ワ
ザ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク
に
よ
っ

て
、
ま
た
韻
文
は
ド
リ
ー
ル
に
よ
っ
て
大
幅
に
見
直
さ
れ
た
と
記
し
て
お

り
、
そ
の
反
響
の
大
き
さ
か
ら
題
名
を
変
え
て
出
版
さ
れ
た
と
記
し
て
い

る
19
。
モ
ワ
ザ
ン
は
、
医
者
の
資
格
を
と
る
も
、
カ
ー
ン
で
レ
ト
リ
ッ
ク

の
教
師
を
務
め
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
際
に
イ
ギ
リ
ス
へ
渡
り
、
一
八
〇
二

年
に
カ
ー
ン
へ
戻
っ
て
図
書
館
司
書
の
職
を
死
ぬ
ま
で
全
う
し
た
。
そ
の

間
に
、
上
記
の
叢
書
に
加
え
、
辞
書
や
教
科
書
を
執
筆
し
て
い
る
。
も
う

一
方
の
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
法
家
で
、
革
命
の
際
に
オ

ラ
ン
ダ
を
経
由
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
学
校
教
育
に
尽

力
し
、
終
生
フ
ラ
ン
ス
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
ド

リ
ー
ル
が
こ
の
二
人
の
選
集
に
協
力
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
革
命
後
に

イ
ギ
リ
ス
な
ど
へ
亡
命
し
、
一
八
〇
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
へ
戻
る
前
の
時
期

で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
当
時
、
最
も
著
名
な
詩
人
の
協
力
を
得
た
叢
書

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
反
響
も
大
き
く
、
題
名
を
変
え
な
が

ら
も
再
版
さ
れ
続
け
た
理
由
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
実
際
に
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
は
、
モ
ワ
ザ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク

の
選
集
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
と
文
学
的
価
値
を
重
視
し
、

過
去
二
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
最
良
の
作
品
を
集
め
る
趣
旨

は
、
確
か
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
書
の
構
成
は
そ
れ
ほ
ど
類
似
し

て
い
な
い
。
一
八
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
第
二
版
『
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
携

帯
版
叢
書
』
の
詩
を
扱
っ
た
第
三
巻
に
は
、
冒
頭
フ
ラ
ン
ス
詩
法
の
解
説

が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
略
歴
が
記
し
て
あ

る
。
こ
れ
は
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
に
は
な
い
特
色
で
あ
る
。
ま

た
、
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
と
違
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
以
下
の
よ
う
に

分
割
さ
れ
て
い
る
。

第
一
書　

宗
教
と
道
徳
（
一
二
八
編
）

第
二
書　

教
訓
詩
、
叙
事
詩
、
英
雄
喜
劇
詩
、
抒
情
詩
（
一
二
三
編
）

第
三
書　

英
雄
的
頌
歌
、
道
徳
的
頌
歌
、
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
風
頌
歌
、
演

劇
の
場
面
、
書
簡
詩
、
演
説
、
諷
刺
詩
（
九
一
編
）

第
四
書　

哀
歌
、
牧
歌
、
小
話
、
寓
話
、
ス
タ
ン
ス
、
恋
愛
詩
、
歌
謡
、

マ
ド
リ
ガ
ル
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
、
バ
ラ
ー
ド
、
ソ
ネ
ッ
ト
、
他

（
二
九
九
編
）

補
遺
（
四
三
編
）

収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
で
重
複
し
て
い
る
も
の
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一

見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
『
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
携
帯
版
叢
書
』
は
詩
の
形
式

や
内
容
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
分
量
も
多
く
、
二
冊
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
シ
ャ
ル
ル
・
バ
ト
ゥ
ー
の
『
文
学
の

原
理
』
ま
た
は
、
ラ
・
ア
ル
プ
の
『
文
学
講
義
』
に
近
い
も
の
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
サ
ヴ
ァ
リ
オ
が
そ
の
論
文
で
指
摘

す
る
よ
う
に
、
両
者
の
差
は
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
中
等
教
育
向
け

に
編
集
さ
れ
て
い
る
か
、
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
中
等
教
育
向
け

に
使
い
や
す
い
か
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
20
。
実
際
、

フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
で
の
普
及
率
に
関
し
て
は
、
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス

の
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
軍
配
が
上
が
る
筈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
モ
ワ
ザ
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ン
と
レ
ヴ
ィ
ザ
ッ
ク
が
共
に
教
員
で
あ
り
、
一
八
〇
一
年
の
簡
易
版
は
学

校
向
け
に
再
編
集
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
ノ
エ
ル

と
ド
プ
ラ
ス
が
参
考
に
し
た
可
能
性
は
完
全
に
は
排
除
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

三
．
教
科
書
と
い
う
古
典 

『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
は
、
教
室
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

た
た
め
、
表
紙
の
副
題
に
「
教
科
書
（ou

vra
ge cla

ssiqu
e

）」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「cla

ssiqu
e

」
は
、
も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
用
い

ら
れ
る
「
古
典
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
学
校
用
」
ま
た
は
「
教
室
用
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、
ロ
マ
ン
主
義
が
そ
の
対
立

軸
に
据
え
た
の
が
「
古
典
」
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
そ
の
「
古

典
」
に
は
こ
の
「
教
科
書
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
教
科
書
に
含
ま
れ
て
い
た
作
品
こ
そ
超
克
す
べ

き
「
古
典
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
ボ
ワ

ロ
ー
、
ラ
シ
ー
ヌ
や
ド
リ
ー
ル
ら
は
自
ら
の
こ
と
を
「
古
典
」
と
称
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
派
た
ち
が
自
ら
と
峻
別
す
る

た
め
に
用
い
た
呼
称
で
あ
る
。
教
科
書
＝
古
典
と
い
う
図
式
を
形
成
さ
せ

る
た
め
に
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
教
科
書
も
一
役
を
担
っ
て
い
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
新
し
い
世
代
の
「
古
典
」
に
対
す
る
対
抗
意
識
を

形
成
し
、
一
種
の
敵
対
心
を
も
助
長
さ
せ
る
の
に
、
こ
の
教
科
書
も
大
き

な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
こ
の
選
集
に
は
十
八
世
紀
の
詩
人
の
作
品
も
多
く
含
ま
れ
て

い
る
が
、
ロ
マ
ン
派
が
言
う
と
こ
ろ
の
古
典
的
色
合
い
は
濃
厚
で
あ
っ

た
。
そ
の
筆
頭
は
ボ
ワ
ロ
ー
に
な
る
だ
ろ
う
。
初
版
か
ら
第
二
巻
（
韻
文
）

の
冒
頭
に
は
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
『
詩
法
』
第
一
歌
の
抜
粋
が
置
か
れ
て
い
た
。

抜
粋
と
言
っ
て
も
、
二
三
二
行
あ
る
第
一
歌
の
う
ち
約
六
割
の
一
四
五
行

を
収
録
し
て
お
り
、
脚
韻
と
良
識
の
関
係
か
ら
、
理
性
の
尊
重
、
ビ
ュ
ル

レ
ス
ク
批
判
、
セ
ジ
ュ
ー
ル
、
母
音
衝
突
、
マ
レ
ル
ブ
称
賛
、
句
跨
ぎ
、

破
格
用
法
、
批
評
の
効
用
な
ど
、
詩
法
に
関
す
る
基
本
的
な
規
則
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
法
を
ロ
マ
ン
派
以
降
の
詩
人
た
ち
は
敢
え
て

破
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
区
分
に
対
し
て
明
確
な
定
義
や
説
明
が
必
要
と
さ
れ
、

第
十
一
版
に
な
っ
て
「
様
式
に
関
す
る
規
則
（p

récep
tes d

u
 gen

re

）」

が
各
章
冒
頭
に
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
以
降
、
巻
頭
に
置
か

れ
て
い
た
ボ
ワ
ロ
ー
の
前
に
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
バ
ル
テ
ル
ミ
に
よ

る
『
若
き
ア
ナ
カ
ル
シ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
の
旅
』
か
ら
の
一
節
が
置
か
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
が
行
っ
た
よ
う
な
神
懸
か

り
、
神
聖
な
霊
感
の
重
要
性
を
説
き
、
詩
に
は
散
文
に
は
な
い
特
有
の
言

葉
と
リ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
シ
モ
ニ
デ
ス

の
言
葉
と
し
て
「
絵
画
が
声
の
な
い
詩
で
あ
る
よ
う
に
、
詩
は
声
の
あ
る

絵
画
だ
」
を
引
用
し
、
こ
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
継
承
さ
れ
る
「
詩
は
絵
画
の
如
く
」
の
伝
統
が
重
要
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
色
彩
に
加
え
て
教
科
書
の
古
典
色
は
詩
の

選
択
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
三
六
年
の
第
二
十
二
版
で
最
も
多

く
登
場
す
る
の
は
、
六
二
編
の
ド
リ
ー
ル
で
あ
り
、
続
い
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
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ル
四
六
編
、
ジ
ャ
ン
・
ラ
シ
ー
ヌ
三
三
編
、
ボ
ワ
ロ
ー
二
〇
編
、
ラ
・
ア

ル
プ
一
九
編
、
マ
ル
モ
ン
テ
ル
一
三
編
、
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ル
ソ

ー
一
三
編
、
ル
イ
・
ラ
シ
ー
ヌ
一
二
編
と
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
詩

人
で
は
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
は
六
編
、
ユ
ゴ
ー
は
二
編
の
み
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
一
八
五
一
年
の
版
に
な
っ
て
も
上
位
陣
に
変
わ
り
は
な
く
、
最
も

多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ド
リ
ー
ル
六
三
編
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
四
六
編

で
あ
り
、
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
は
相
変
わ
ら
ず
六
編
、
ユ
ゴ
ー
は
二
編
の
み

で
、
ヴ
ィ
ニ
ー
や
ミ
ュ
ッ
セ
ら
の
作
品
が
入
る
こ
と
は
な
い
。

収
録
さ
れ
て
い
る
ユ
ゴ
ー
の
二
編
も
、
王
党
派
、
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩

の
強
い
『
オ
ー
ド
と
バ
ラ
ー
ド
集
』
に
あ
る
「
ア
ン
リ
四
世
像
の
再
建
に

関
す
る
オ
ー
ド
（『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
で
は
「
ア
ン
リ
四
世
像
」）」
と
「
ナ

イ
ル
の
上
の
モ
ー
ゼ
（『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
で
は
「
川
か
ら
救
わ
れ
た
モ
ー

ゼ
」）」
で
あ
る
。
両
詩
と
も
に
若
書
き
の
作
品
で
、
前
者
は
一
八
一
九
年
、

後
者
は
一
八
二
〇
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
・
デ
・
ジ
ュ
ー
・
フ
ロ
ロ
ー
か
ら
受

賞
さ
れ
、
そ
の
時
点
に
既
に
公
表
さ
れ
て
い
る
詩
編
で
あ
る
。
こ
の
二
作

品
の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、「
良
識

派
」
を
批
判
す
る
ロ
マ
ン
派
の
領
袖
と
し
て
の
ユ
ゴ
ー
は
当
然
黙
殺
さ
れ

て
い
る
。

収
録
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
顔
ぶ
れ
か
ら
見
て
、
ド
リ
ー
ル
が
群
を
抜
い

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ユ
ゴ
ー
が
既
に
そ
の
戯
曲
『
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
』
の
序
文
の
中
で
、
描
写
と
迂
説
法
の
親
玉
と
し
て
ド
リ
ー
ル
を
槍

玉
に
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
人
に
対
す
る
批
判
が
ロ
マ
ン
派
の
詩

学
に
と
っ
て
は
一
大
前
提
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
も
ド
リ
ー
ル
の
こ
と
を
「『
庭
園
』
の
軽
蔑
す
べ
き
作
者
21
」
と
断

じ
、『
わ
が
同
時
代
人
数
人
に
つ
い
て
の
省
察
』
の
中
で
は
、
エ
ジ
ェ
ジ

ッ
プ
・
モ
ロ
ー
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
も
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
「
左
右
対
称
的

で
、
殺
伐
と
し
た
、
硬
く
、
そ
れ
で
い
て
色
彩
豊
か
な
様
式
」、
ド
リ
ー

ル
の
「
古
く
さ
い
迂
説
法
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
22
。
ユ
ゴ
ー
や

ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
そ
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
ボ

ワ
ロ
ー
や
ド
リ
ー
ル
ら
の
作
品
を
知
り
、
暗
唱
さ
せ
ら
れ
た
の
は
中
等
教

育
の
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
詩
人

た
ち
が
自
ら
を
相
対
化
し
、
新
し
い
詩
を
創
造
す
る
と
き
に
『
フ
ラ
ン
ス

課
業
』
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
選
集
に

は
、
今
日
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
十
七
世
紀
、
十
八
世
紀
の
詩

人
の
作
品
、
文
学
史
で
は
今
日
忘
れ
ら
れ
て
い
る
「
古
典
」
も
多
い
だ
け

に
注
目
に
値
す
る
。

古
典
的
側
面
と
教
育
的
配
慮
と
い
う
点
で
は
、
一
八
二
二
年
の
第
十
一

版
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
冒
頭
に
「
様
式
に
関
す
る
規
則
（p

récep
tes 

d
u
 gen

re

）」
が
置
か
れ
、「
練
習
例
（m

o
d
èle d

’exercice

）」
も
挿
入

さ
れ
る
こ
と
は
特
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
典
に
拠
る
定
義
づ
け

と
、
模
範
例
の
提
示
に
よ
っ
て
、
詩
の
規
則
や
概
念
を
改
め
て
明
ら
か

に
し
、
規
範
化
し
て
い
る
で
あ
る
。「
様
式
に
関
す
る
規
則
」
に
関
し
て

は
、「
詩
」
は
既
に
紹
介
し
た
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
バ
ル
テ
ル
ミ
、「
絵

画
」
は
バ
ト
ゥ
ー
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
「
叙

述
、
描
写
、
定
義
、
寓
話
、
寓
意
、
叙
情
詩
、
演
説
、
対
話
、
肖
像
」
に

関
す
る
規
則
は
全
て
マ
ル
モ
ン
テ
ル
の
『
文
学
論
』
に
拠
っ
て
い
る
。
さ
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ら
に
、
一
二
編
の
「
練
習
例
」
は
全
て
ラ
・
ア
ル
プ
の
『
文
学
講
義
』
か
ら

の
抜
粋
と
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
の
中
等
教
育
に
お
い
て
、
マ
ル
モ
ン

テ
ル
と
ラ
・
ア
ル
プ
は
規
範
と
し
て
教
え
ら
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
中
等
教
育
に
お
け
る
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
の
重
要
性

と
そ
の
古
典
的
側
面
は
確
認
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
古
典
と
い
う
語

を
使
う
と
き
は
、
上
記
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
古
典
」
と
認
識
さ
れ
た
作

品
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
そ
の
原
義
に
あ
る
「
教
室
で
読
ま
れ
る
も
の
」

と
い
う
意
味
も
含
ん
で
用
い
る
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

Ⅱ
「
古
典
」
か
ら
通
し
て
見
え
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
現
代
性

一
九
二
一
年
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
生
誕
一
〇
〇
年
祭
の
際
に
テ
ィ
ボ
ー
デ

が
論
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
は
詩
の
領
域
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
都

市
生
活
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
詩
の
歴
史

に
革
新
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る
23
。
十
九
世
紀
パ
リ
の
「
現
代
生

活
」
を
描
い
た
こ
と
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
作
品
に
お
け
る
現
代
性
の
特

徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。『
パ
リ
の
憂
愁
』
と
も
名
づ
け

ら
れ
て
い
る
散
文
詩
集
、
そ
し
て
第
二
版
の
『
悪
の
華
』
に
新
設
さ
れ
た

章
「
パ
リ
情
景
」
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
珠
玉
の
作
品
が
そ
の
こ
と
を
存

分
に
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
前
、
パ
リ
な
ど
の
大
都
市
が
詩
に
描
か
れ

る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
実

際
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
代
た
ち
か
ら
見
た
「
古
典
」
で
も
、
都
市
生
活

は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以

前
と
以
後
で
は
、
描
か
れ
る
対
象
と
、
描
く
方
法
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
い
た
パ
リ
と
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ

ー
ス
、
ド
ー
ミ
エ
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の

先
行
研
究
が
あ
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
作
品
が
持
つ
現
代
性
は
語
ら
れ
て

き
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
目
線
を
変
え
て
、
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教

科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
を
比
較
す
る
こ
と

を
主
眼
と
す
る
。
一
般
的
に
既
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る

こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
学
校

教
育
と
文
学
生
成
の
関
係
を
探
る
こ
と
で
、「
古
典
」
と
「
近
代
」
の
間
に

あ
る
差
異
と
距
離
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
．「
タ
ブ
ロ
ー
」
＝
「
詩
」

　

一
八
六
一
年
第
二
版
の
『
悪
の
華
』
に
「
パ
リ
情
景
（Tab

leau
x 

p
arisien

s

）」
と
い
う
章
が
新
し
く
加
わ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
名
作
と

名
高
い
「
白
鳥
」、「
通
り
す
が
り
の
女
性
」、
詩
に
課
さ
れ
た
「
限
界
」
を

超
え
た
と
詩
人
が
自
負
す
る
「
七
人
の
老
人
」、
母
親
が
寡
婦
だ
っ
た
頃

の
私
的
な
思
い
出
を
歌
っ
た
二
編
、
中
世
か
ら
続
く
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ

た
「
死
の
舞
踏
」
な
ど
、
一
七
編
の
多
様
な
詩
編
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、

そ
の
内
容
と
性
質
を
一
言
で
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
章
に
含
ま

れ
る
詩
の
執
筆
時
期
や
主
題
か
ら
考
え
て
も
「
パ
リ
情
景
」
と
い
う
章
題

に
は
多
義
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ

の
一
義
を
再
確
認
す
る
た
め
に
「
タ
ブ
ロ
ー
（Tab

leau
x

）」
と
い
う
語
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に
注
目
し
て
、
当
時
の
詩
に
対
す
る
共
通
認
識
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始

め
る
。

　

こ
の
章
題
に
つ
い
て
は
、
阿
部
良
雄
は
そ
の
解
説
の
中
で
、
リ
ト
レ
に

あ
る
「
タ
ブ
ロ
ー
」
の
定
義
、
版
画
家
メ
リ
オ
ン
や
水
彩
画
家
コ
ン
ス
タ

ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
を
論
じ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
「
タ
ブ
ロ
ー
」
を
紹
介
し

て
い
る
。
ま
た
、「
タ
ブ
ロ
ー
」
が
文
学
作
品
の
題
名
と
し
て
用
い
ら
れ

た
メ
ル
シ
エ
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
例
も
挙
げ
て
い
る
24
。
こ
の
よ
う
な
「
タ

ブ
ロ
ー
」
の
使
わ
れ
方
を
意
識
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
章
題
を
選
ん
だ

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
い
っ
た
文
脈
に
加
え
て
、
こ
こ
で
は
ノ

エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
に
も
「
絵
画
（
タ
ブ
ロ
ー
）」
と
い
う
章
が
あ

っ
た
こ
と
も
追
記
し
て
お
き
た
い
。

上
述
し
た
よ
う
に
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
は
レ
ト
リ
ッ
ク
教
育
を
基
に
し

て
一
二
章
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
タ
ブ
ロ
ー
」
と
い
う
章

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
い
う

区
分
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
詩
は
「
声
の
あ
る
絵
画
」
だ
と
い
う
認
識
で

あ
る
。「
タ
ブ
ロ
ー
」
の
章
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
様
式
に
関
す
る
規
則
」

で
は
、
バ
ト
ゥ
ー
の
『
文
学
の
原
理
』
か
ら
の
一
節
が
引
用
さ
れ
、
優
れ

た
詩
人
と
し
て
ボ
ワ
ロ
ー
の
巧
み
な
詩
的
表
現
、
細
部
の
描
写
、
諧
調
、

そ
し
て
「
画
家
の
筆
使
い
」
と
呼
ぶ
も
の
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

詩
人
＝
画
家
、
詩
＝
絵
画
と
い
う
定
式
を
利
用
し
て
、
表
現
や
描
写
を
色

彩
や
筆
致
な
ど
に
な
ぞ
ら
え
て
、
ボ
ワ
ロ
ー
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
ホ
メ

ロ
ス
の
偉
大
さ
を
説
明
し
て
い
る
。

『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
か
ら
も
「
詩
」
＝
「
タ
ブ

ロ
ー
」
と
い
う
定
式
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
選
集
に
は
、
絵
画
に

関
す
る
詩
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
画
家
＝
詩
人
」

と
い
う
紋
切
型
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。「
画
家
の
技
術
を
描
く
詩

人
」
と
題
さ
れ
た
コ
ラ
ン
・
ダ
ル
ル
ヴ
ィ
ル
の
詩
で
は
以
下
の
よ
う
な
描

写
が
あ
る
。

少
し
の
画
布
と
絵
筆
と
色
彩
で
も
っ
て

空
の
紺
碧
、
花
々
の
美
し
い
色
彩
、

透
き
通
る
水
の
清
澄
さ
と
曙
光
の
誕
生
を
君
は
描
く

﹇
…
﹈

画
家
は
亡
き
人
を
呼
び
出
し
、
死
者
た
ち
を
蘇
ら
せ
る
。

そ
し
て
、
我
々
に
遠
い
昔
の
歴
史
を
生
き
生
き
と
叙
述
す
る
、

彼
自
身
、
そ
の
記
憶
を
永
遠
不
滅
の
も
の
に
す
る
25
。

　

今
は
亡
き
者
た
ち
の
こ
と
を
描
く
こ
と
で
、
そ
の
記
憶
を
永
遠
化
さ
せ

る
こ
と
が
画
家
に
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
り
、
責
務
で
も
あ
り
、
そ
こ
に

詩
人
の
仕
事
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と

は
ラ
＝
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
か
ら
の
引
用
で
「
絵
画
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
も
確

認
で
き
る
。

4

　

魔
法
に
満
ち
た
私
の
技
芸
に
は
素
朴
な
色
彩
が
あ
り
、

　

際
立
た
せ
る
こ
と
も
、
魂
と
生
命
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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一
枚
の
画
布
で
し
か
な
い
が
、
肉
体
が
見
え
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

私
は
自
ら
の
欲
す
る
と
き
に
、
不
在
者
や
死
者
を
呼
び
起
こ
す
。

　

私
は
大
地
の
果
て
ま
で
視
線
を
運
ぶ
26
。

　

こ
れ
も
先
に
バ
ト
ゥ
ー
も
論
じ
て
い
た
「
画
家
＝
詩
人
」
と
重
ね
て
読

む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
日
で
こ
そ
「
詩
」
は
定
義
し
難
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、
十
九
世
紀
の
中
等
教
育
を
受
け
た
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
詩

が
「
話
す
絵
画
」
で
あ
る
こ
と
は
広
く
共
有
さ
れ
た
紋
切
型
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
「
画
布
（to

ile

）」
に
忘
れ
去
ら
れ
た
者
た
ち
、
死
者
た
ち
を
呼
び

起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
共
通
の
理
解
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
も
そ
の
よ
う
な
通
念
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
作
品
に

見
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
亡
く
な
っ
た
女
中
を
歌
っ
た
詩
も
あ
れ
ば
、

「
白
鳥
」
の
末
尾
で
、
詩
人
が
「
ど
こ
か
の
島
に
忘
れ
ら
れ
た
水
夫
た
ち
」、

「
囚
わ
れ
の
人
た
ち
」、「
敗
北
者
た
ち
」、「
そ
れ
以
外
の
多
く
の
人
々
た

ち
」
な
ど
に
も
思
い
を
は
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詩
と
い
う
画
布
に
亡
き

人
々
の
思
い
出
や
存
在
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、「
妄
執
」
の
場
合
は
、
よ
り
具
体
的
に
「
画
布
」
を
示
し
て
い

る
。

し
か
し
、
暗
闇
そ
の
も
の
が
画
布
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
、
親
し
気
な
ま
な
ざ
し
を
し
た
亡
く
な
っ
た
人
々
が
、

私
の
目
か
ら
、
幾
千
と
ほ
と
ば
し
り
生
き
て
い
る
27
。

　

こ
こ
で
は
、
白
い
画
布
で
は
な
く
暗
闇
と
い
う
黒
い
画
布
の
上
に
、
絵

筆
で
は
な
く
自
分
の
視
線
で
描
い
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
な
紋
切
型
と
異

な
っ
て
い
る
。
詩
人
が
眺
め
る
先
に
、
失
わ
れ
た
人
々
が
い
る
と
い
う
点

で
、
詩
人
が
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
詩
人
の
視
線
の
先
に
あ
る
も
の
、

詩
人
が
眺
め
る
も
の
を
、
読
者
に
対
し
て
一
緒
に
見
る
こ
と
を
促
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
筆
致
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
「
パ
リ
情
景
」
と
い
う
章
題
に
戻
る
な
ら
ば
、『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
あ

る
よ
う
な
「
詩
＝
絵
画
」
と
い
う
古
典
的
な
紋
切
型
を
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
利
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
タ
ブ
ロ
ー
の
内

容
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
と
は
違
う
新
し
い
パ
リ
を
描
い
た
と
い
う
自

負
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。「
タ
ブ
ロ
ー
」
と
い
う
古
典
的
な
器
に
、
近
代

の
「
パ
リ
」
を
入
れ
て
、
新
旧
の
意
味
を
合
わ
せ
持
っ
た
章
題
に
な
っ
て

い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、「
風
景
」、「
夕
べ
の

薄
明
」、
ま
た
は
「
七
人
の
老
人
」
な
ど
を
見
る
と
「
タ
ブ
ロ
ー
」
と
い
う

古
典
的
な
詩
の
概
念
に
対
す
る
一
種
挑
発
的
な
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
た

と
考
え
た
く
も
な
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
い
た
パ
リ
は
実
際
に
そ
れ
ま

で
に
描
か
れ
た
パ
リ
と
は
異
な
る
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
教
科
書
を
手
掛
か
り
に
し
て
確
認

し
て
み
た
い
。

二
．
パ
リ
の
社
交
界
と
田
舎
の
夕
日
の
転
倒

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
前
に
も
パ
リ
や
都
会
は
詩
の
主
題
と
し
て
よ
く
使
わ
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れ
て
い
た
が
、
そ
の
描
か
れ
方
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
基
本

的
に
舞
台
は
パ
リ
の
都
市
生
活
で
は
な
く
、
パ
リ
の
社
交
界
で
あ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
そ
の
社
交
界
の
描
き
方
も
大
き
く
二
種
類
あ
っ
て
、
優
雅

な
場
と
し
て
憧
憬
し
な
が
ら
称
賛
す
る
方
法
と
、
も
う
一
方
は
偽
善
の
場

と
し
て
批
判
、
諷
刺
す
る
方
法
で
あ
る
。
詩
の
大
半
の
読
者
が
社
交
界
に

出
入
り
す
る
人
た
ち
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
当

然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
都
市
生
活
が
詩
の
主
題
に
は
な
り
得
な
い
、

ま
た
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
も
言
え
よ
う
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
よ
う
に
都
市
生
活
に
一
種
奇
妙
な
美
し
さ
を
見
出
す
発

想
そ
の
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
い
た
パ
リ

と
、
そ
れ
以
前
に
描
か
れ
た
パ
リ
と
の
対
比
を
よ
り
明
白
に
す
る
た
め
に
、

『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
あ
る
パ
リ
社
交
界
を
扱
っ
た
詩
を
確
認
し
て
み
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ヌ
フ
シ
ャ
ト
ー
は
、
詩
人
や
劇
作
家
と
し
て
よ
り

も
、
政
治
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
七
九
三
年
に
成
功
を
博
し
た

と
さ
れ
る
喜
劇
『
パ
メ
ラ
、
ま
た
は
報
わ
れ
た
美
徳
』
の
中
か
ら
エ
ル
ノ

ー
ル
の
台
詞
が
「
パ
リ
」
と
い
う
題
で
抜
粋
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
パ
リ
こ
そ
…
嗚
呼
！
パ
リ
は
私
に
最
も
愛
お
し
い

何
も
か
も
気
の
向
く
ま
ま
暮
ら
せ
る
の
は
、
あ
そ
こ
で
だ
け
、

遠
慮
の
い
ら
な
い
社
交
界
、
嫉
妬
の
な
い
愛
、

感
じ
の
い
い
優
雅
さ
、
上
品
な
ゆ
と
り
28

と
い
う
調
子
で
始
ま
り
、「
パ
リ
の
外
で
は
、
本
当
に
、
良
い
趣
味
は
存

在
し
な
い
」
と
、
洗
練
さ
れ
た
パ
リ
の
社
交
界
へ
の
賛
辞
で
締
め
く
く
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
パ
リ
へ
の
称
賛
は
他
に
も
あ
る
。
デ
マ
イ
ー
の
「
パ

リ
で
の
生
活
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
、
粗
野
な
習
慣
の
田
舎
と
の
対
比
で

き
ら
び
や
か
で
垢
抜
け
た
社
交
界
の
夕
食
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は

「
最
も
秘
密
に
さ
れ
た
出
来
事
を
発
見
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は

な
く
、そ

う
、
そ
こ
で
は
全
て
が
美
化
さ
れ
、
全
て
が
心
地
よ
く
な
る
。

燭
台
の
優
し
い
明
る
さ
が

さ
ら
に
こ
の
美
に
加
え
る
の
は

真
似
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
明
る
い
暗
さ
、

こ
の
幸
福
な
和
ら
ぎ

そ
れ
は
私
の
筆
で
は
ほ
と
ん
ど
描
写
で
き
な
い
29
。

こ
の
作
者
の
デ
マ
イ
ー
は
十
八
世
紀
の
詩
人
で
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
崇
め

て
、
そ
の
庇
護
の
も
と
パ
リ
に
来
て
サ
ロ
ン
へ
の
出
入
り
が
可
能
に
な
り
、

一
七
五
〇
年
に
発
表
し
た
喜
劇
『
失
わ
れ
た
手
紙
、
ま
た
は
無
礼
者
』
は

一
定
の
成
功
を
収
め
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
の
文
才
に
恵
ま
れ

ず
、
ラ
・
ア
ル
プ
か
ら
も
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
、
今
日
の
文
学
史
で
は

ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ヌ
フ
シ
ャ
ト
ー
と
デ
マ
イ
ー
の
よ
う
に
美
化
さ
れ

た
パ
リ
が
描
か
れ
る
一
方
、
軽
佻
浮
薄
な
社
交
界
を
諷
刺
す
る
グ
レ
ッ
セ

の
『
意
地
悪
』
か
ら
の
一
節
も
「
パ
リ
の
社
交
界
」
と
い
う
題
で
『
フ
ラ
ン
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ス
課
業
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
パ
リ
は
私
を
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
さ
せ
る
」

と
嘆
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
人
た
ち
し
か
い
な
い
と
非
難
す
る
。

一
歩
歩
く
ご
と
に
、
耐
え
難
い
人
々
に
出
会
う
、

憎
む
べ
き
お
ど
け
者
、
腰
巾
着
、
追
従
者
、

高
飛
車
で
、
馬
鹿
な
若
者
た
ち
！

気
ま
ぐ
れ
で
、
嘘
つ
き
な
女
た
ち
30
！

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
退
屈
な
人
た
ち
よ
り
は
「
無
計
画
な
人
」
の
方

が
よ
り
良
識
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
と
パ
リ
の
社
交
界
に
出
入
り
す
る
オ

ネ
ッ
ト
・
オ
ム
た
ち
を
断
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
パ
リ
＝
社

交
界
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
く
都
市
生
活
の
パ
リ
が
全
く
異
な
っ
て
い

る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「
古
典
」
と

し
て
学
ん
だ
パ
リ
、
模
倣
し
て
書
く
べ
き
と
学
ん
だ
パ
リ
は
、
こ
の
社
交

界
の
パ
リ
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
実
の
パ
リ
と
乖
離

し
て
い
る
詩
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
古
典
的
な
詩
か
ら
ま
す
ま
す
心
が
離

れ
て
い
く
の
は
必
定
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ま
る
で
、

こ
の
古
典
に
反
駁
し
て
、
そ
の
対
極
を
目
指
す
か
の
よ
う
に
し
て
、
汚
れ

た
パ
リ
に
あ
る
現
代
生
活
を
描
く
こ
と
を
選
ぶ
。

オ
ネ
ッ
ト
・
オ
ム
は
姿
を
消
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
パ
リ
に
登
場

す
る
の
は
、
乞
食
、
老
人
、
盲
人
、
通
り
す
が
り
の
女
、
労
働
者
、
売

春
婦
、
詐
欺
師
な
ど
で
あ
る
。「
夕
べ
の
薄
明
」
の
冒
頭
で
は
、「
さ
あ

愛
想
の
い
い
夕
暮
れ
時
だ
、
そ
れ
は
犯
罪
者
の
友
人
（V

o
ici le so

ir 

ch
arm

an
t, am

i d
u
 crim

in
el

）」
と
、
夜
の
訪
れ
と
犯
罪
者
を
対
に
し

て
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
始
ま
り
か
ら
し
て
、
今
ま
で
の
パ
リ
の

描
か
れ
方
に
対
す
る
反
発
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
夕
べ
の
薄

明
」
が
一
八
五
一
‐
五
二
年
に
ゴ
ー
テ
ィ
エ
に
送
ら
れ
た
際
に
は
、「
さ

あ
薄
明
だ
、
そ
れ
は
犯
罪
者
の
友
人
（V

o
ici le crép

u
scu

le, am
i d

u
 

crim
in

el

）」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
あ
る
ボ

ワ
ジ
ョ
ラ
ン
の
「
田
舎
と
日
の
出
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
冒
頭
「
薄
明
、
そ

れ
は
新
し
い
季
節
の
友
人
（Le crép

u
scu

le, am
i d

e la saiso
n
 

n
o
u
velle

）31
」
を
逆
手
に
と
っ
て
、
一
種
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
表
現
だ

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
二

重
、
三
重
に
ボ
ワ
ジ
ョ
ラ
ン
と
の
違
い
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、

「crép
u
scu

le

」
を
「
日
の
出
」
の
光
で
は
な
く
、「
日
没
の
光
」
と
し
て

使
っ
て
い
る
点
、
次
に
日
の
出
や
夕
日
と
い
う
紋
切
型
は
、
ボ
ワ
ジ
ョ
ラ

ン
の
詩
に
あ
る
よ
う
に
牧
歌
的
な
田
舎
、
自
然
を
舞
台
に
歌
う
の
が
一
般

的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
朝
日
」
を
「
夕
日
」
に
、「
田
舎
」
を
「
パ
リ
」

に
、
そ
し
て
「
新
し
い
季
節
の
友
」
を
「
犯
罪
者
の
友
」
に
変
換
し
て
、
ボ

ワ
ジ
ョ
ラ
ン
の
詩
に
あ
る
紋
切
型
を
完
全
に
反
転
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
意
図
的
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
学
校
時
代
に
日
々
暗

唱
を
繰
り
返
す
こ
と
で
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
表
現
を
利
用
し
、
古
典
的
紋

切
型
を
反
転
さ
せ
、
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
狙
い
だ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
一
八
五
一
‐
五
二
年
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が
ゴ
ー
テ
ィ
エ
に
送
っ
た
詩
の
中
に
、『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
も
収
録
さ
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れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
詩
の
中
で
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
ラ
シ
ー

ヌ
の
「
ア
タ
リ
ー
の
夢
」
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
「
吸
血
鬼
の
変
身
」
が
含
ま

れ
て
い
る
32
。
後
述
す
る
「
屑
屋
の
葡
萄
酒
」
も
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
収

録
さ
れ
て
い
る
詩
の
換
骨
奪
胎
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
、
ま
だ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
詩
集
の
題
名
と
し
て
『
冥
府
』
を

想
定
し
て
た
一
八
五
一
‐
五
二
年
頃
、「
古
典
」
と
の
差
異
や
距
離
を
明

確
に
し
て
、
そ
の
立
ち
位
置
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
夕
べ
の
薄
明
」
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
描
く
夕
べ
は
善
良
な
精
神
や
労

働
者
に
い
た
わ
り
を
与
え
、
安
眠
を
与
え
る
が
、
同
時
に
不
健
全
な
魔
物

た
ち
が
実
業
家
の
よ
う
に
目
を
覚
ま
す
。
そ
し
て
、
売
春
婦
が
、
泥
の
都

会
を
う
ご
め
き
始
め
、
泥
棒
達
は
活
動
を
始
め
る
。
大
都
会
の
夜
、
台
所

や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
喧
騒
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
魔
物
」
の
直
喩
と
し

て
「
実
業
家
」
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
九
世
紀
に
発
展
し
た
資

本
主
義
に
対
す
る
揶
揄
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
眠
り
に

つ
く
学
者
や
労
働
者
の
対
極
に
目
を
覚
ま
す
売
春
婦
や
泥
棒
を
配
置
す
る

こ
と
で
、
対
照
を
鮮
明
に
し
て
十
九
世
紀
の
パ
リ
を
描
い
て
い
る
。「
夕

べ
の
薄
明
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
悪
徳
の
蔓
延
る
パ
リ
が
描
か
れ
る
が
、

「
古
典
」
と
の
文
脈
で
は
、
売
春
婦
や
泥
棒
な
ど
、
大
都
会
に
お
け
る
悪

徳
と
そ
の
騒
音
を
描
い
た
の
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
最
初
で
は
な
い
こ
と
も

一
応
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
描
か
れ
方
と
目
的
は
違
う
に

し
て
も
、「
古
典
」
の
中
で
も
大
都
市
の
犯
罪
は
「
風
刺
詩
」
と
い
う
形
で

歌
わ
れ
て
い
た
。

三
．
大
都
会
の
悪
徳
と
泥

一
九
二
七
年
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
没
後
六
〇
年
に
際
し
た
論
説
の
中
で
、

ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
擁
護

し
、『
悪
の
華
』
で
は
古
典
的
な
詩
法
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
夕
べ
の
薄
明
」
で
描
か
れ

て
い
る
パ
リ
の
夕
べ
の
喧
騒
（「
あ
ち
こ
ち
か
ら
台
所
の
し
ゅ
う
し
ゅ
う

と
立
て
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
／
劇
場
か
ら
は
金
切
り
声
が
、
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
が
ご
う
ご
う
と
な
る
音
が
（O

n
 en

ten
d
 çà et là les cu

isin
es 

siffl
er / Les th

éâtres g
lap

ir, les o
rch

estres ro
n
fl
er

）33
」）
は
、

ボ
ワ
ロ
ー
の
『
風
刺
詩
』「
パ
リ
で
の
生
き
に
く
さ
」
で
描
か
れ
て
い
る

パ
リ
の
朝
の
騒
音
（「
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
も
う
荷
馬
車
が
走
る
の
が
聞

こ
え
る
、
石
工
た
ち
が
働
く
の
が
、
商
売
が
始
ま
る
の
が
（J’en

ten
d
s 

d
éjà p

arto
u
t les ch

arrettes co
u
rir, / Les m

aço
n
s travailler, 

les b
o
u
tiq

u
es s’o

u
vrir

）34
」）
に
通
じ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
35
。

ボ
ワ
ロ
ー
は
十
九
世
紀
の
中
等
教
育
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
を
築
い
て

お
り
、
大
人
に
な
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ボ
ワ
ロ
ー
の
『
風
刺
詩
』
の
第

一
歌
の
始
ま
り
を
得
意
に
朗
誦
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
。
さ

ら
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
「
夕
べ
の
薄
明
」
と
「
朝
の
薄
明
」
を
『
フ
ォ

ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
』
に
掲
載
す
る
た
め
に
送
っ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
デ
ノ
ワ

イ
エ
宛
て
の
書
簡
に
て
、
都
市
の
「
頂
に
鳴
り
渡
る
不
可
思
議
な
音
楽
は
、

人
々
の
嘆
き
の
声
の
現
れ
36
」
だ
と
述
べ
て
お
り
、
都
会
の
喧
騒
に
重
要

な
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が
ボ
ワ
ロ
ー
を
多
少
と
も
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
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先
に
見
た
グ
レ
ッ
セ
は
パ
リ
の
社
交
界
を
痛
烈
に
批
判
し
た
が
、
ボ

ワ
ロ
ー
の
諷
刺
の
矛
先
は
パ
リ
の
生
活
そ
の
も
の
に
も
向
け
ら
れ
て
い

る
。
第
一
歌
で
パ
リ
で
は
「
詩
人
は
神
か
ら
呪
わ
れ
て
、
美
徳
は
こ
の
地

で
は
も
う
住
処
は
な
い
（Q

u
’u

n
 p

o
ète, d

it–il, s’y vo
it m

au
d
it d

e 

D
ieu

, / E
t q

u
’ici la vertu

 n
’a p

lu
s n

i feu
 n

i lieu

）」
と
嘆
き
つ
つ
、

第
六
歌
で
は
、
群
衆
に
も
ま
れ
、
馬
車
に
は
泥
を
は
ね
ら
れ
、
夜
に
な
れ

ば
泥
棒
た
ち
が
跋
扈
す
る
（Les vo

leu
rs à l’in

stan
t s’em

p
aren

t d
e 

la V
ille

）
こ
と
を
語
り
、
パ
リ
で
生
活
す
る
こ
と
の
不
便
さ
が
歌
わ
れ
、

都
市
生
活
の
蠢
き
が
描
か
れ
て
い
る
37
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
「
夕
べ
の
薄

明
」
で
は
、
パ
リ
の
喧
騒
と
、
泥
棒
た
ち
が
夜
仕
事
を
始
め
る
こ
と
を

描
い
て
お
り
（les vo

leu
rs, q

u
i n

’o
n
t n

i trêve, n
i m

erci, / V
o
n
t 

b
ien

tô
t co

m
m

en
cer leu

r travail.
）、
ボ
ワ
ロ
ー
の
そ
れ
に
近
い
こ

と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
パ
リ
に
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
パ
リ
に
お
い
て
は
欠
か
せ
な
い
「
娼
婦
」
が
不
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
道
徳
教
育
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
学
校
の
テ
ク
ス
ト
に
娼
婦
が
出
て

こ
な
い
こ
と
に
何
ら
驚
く
べ
き
点
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
と
古
典
の
差
異
は
娼
婦
の
存
在
の
有
無
に
あ
る
か
と
言
え
ば
、

必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
古
典
で
も
大
都
市
の
娼
婦
は
描
か
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

十
九
世
紀
の
中
等
教
育
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
は
基
本
的
に
ギ
リ
シ

ア
・
ラ
テ
ン
の
作
家
と
対
に
な
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で

書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
テ
ク
ス
ト

が
そ
の
作
品
の
価
値
と
正
統
性
の
根
拠
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
詩
人
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
詩
人
た
ち
を
翻
訳
、
模

倣
す
る
こ
と
で
、
美
し
い
言
葉
や
表
現
を
習
得
し
、
文
学
作
品
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ボ
ワ
ロ
ー
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。

そ
の
『
風
刺
詩
』
に
関
し
て
は
、
ボ
ワ
ロ
ー
が
模
倣
を
し
た
ユ
ウ
ェ
ナ
ー

リ
ス
の
『
風
刺
詩
』
が
対
に
な
っ
て
教
え
ら
れ
て
い
た
。
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ

ス
が
諷
刺
の
対
象
に
し
た
の
は
ロ
ー
マ
だ
が
、
ボ
ワ
ロ
ー
は
そ
れ
を
パ
リ

に
置
き
換
え
て
作
品
を
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
描

く
ロ
ー
マ
に
は
、
娼
婦
も
含
め
た
暴
漢
、
酔
っ
払
い
、
病
人
、
盗
人
な
ど

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
描
く
パ
リ
に
共
通
す
る
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
が
ロ
ー
マ
に
は
「
売
春
す
る
こ
と
を
命

じ
ら
れ
た
娘
た
ち
（ju

ssa
s prosta

re pu
ella

s

）」
も
い
れ
ば
、「
そ
こ

で
は
、
多
く
の
病
人
が
眠
れ
ず
に
死
ん
で
い
く
（P

lu
rim

u
s h

ic a
eger 

m
oritu

r vigila
n

d
o

）」
と
描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
は
パ
リ
で
は
、「〈
売
春
〉
が
街
角
に
火
を
灯
（La P

ro
stitu

tio
n
 

s’allu
m

e d
an

s les ru
es

）」
し
、
夕
方
は
「
病
人
た
ち
苦
痛
が
す
る
ど

く
な
る
時
、﹇
…
﹈
彼
ら
は
運
命
を
終
え
て
、
共
同
の
深
い
淵
へ
と
向
か

う（C
’est l’h

eu
re o

ù
 les d

o
u
leu

rs d
es m

alad
es s’aigrissen

t !

﹇
…
﹈ils fin

issen
t / leu

r d
estin

ée et vo
n
t vers le g

o
u
ffre 

co
m

m
u
n
.

）」
と
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ボ
ワ
ロ
ー
の
『
風
刺
詩
』
に

は
な
い
類
似
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
を
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
が
最
初
に
知
っ
た
の
も
、
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
を
通
し
て
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
選
集
教
科
書
を
一
八
〇
四
年
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に
刊
行
し
た
後
に
、
ラ
テ
ン
語
版
の
同
様
の
教
科
書
を
刊
行
し
た
こ
と
は

先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
作
者
が
そ
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
フ

ラ
ン
ス
語
版
と
ラ
テ
ン
語
版
は
対
と
な
る
も
の
で
、
本
来
は
相
互
に
参
照

し
な
が
ら
使
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
38
。
実
際
、
同
様
の
主
題

な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
作
品
の
脚
注
に
ラ
テ
ン
語

版
の
教
科
書
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
々
見
受
け
ら

れ
る
。
こ
の
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
ラ
テ
ン
語
版
の
『
ラ
テ
ン
課
業
』

は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
確
実
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
特
定
で
き
る
教
科
書

の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
一
八
三
七
年
四
月
に
母
親
宛
て
の
手
紙
の
中
で

ノ
エ
ル
の
教
科
書
二
冊
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
お
り
、
続

く
十
一
月
の
手
紙
で
は
、「
ラ
テ
ン
詩
で
賞
を
と
れ
た
の
は
ノ
エ
ル
の
お

陰
だ
と
確
信
し
て
い
る
39
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
ラ
テ
ン
課
業
』

の
韻
文
の
巻
に
、
ボ
ワ
ロ
ー
が
模
倣
し
た
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
『
風
刺
詩
』

第
三
歌
の
一
部
が
「
貧
困
」
と
「
ロ
ー
マ
に
い
る
ギ
リ
シ
ア
人
、
ま
た
は

追
従
者
」
と
い
う
題
で
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
40
。

「
貧
困
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
は
、
貧
乏
人
の
こ
と
は
誰
も
信
じ
て
く
れ

ず
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
、
社
会
で
出
世
す
る
こ
と
も
難
し
い
状
況
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
ロ
ー
マ
に
い
る
ギ
リ
シ
ア
人
、
ま
た
は
追
従
者
」
は
、

軽
佻
浮
薄
な
ギ
リ
シ
ア
風
に
染
ま
っ
た
ロ
ー
マ
人
た
ち
を
激
し
く
非
難
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
学
校
教
育
で
は
道
徳
が
最
重
要
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、

売
春
を
強
制
さ
れ
る
娘
た
ち
の
こ
と
や
、
好
色
な
男
た
ち
の
こ
と
、
露
骨

な
性
的
な
描
写
な
ど
に
は
全
て
鋏
が
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
ラ
テ
ン
課

業
』
に
は
、
ロ
ー
マ
の
悪
徳
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
売
春
婦
の
こ
と

は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の

激
し
い
諷
刺
を
効
か
せ
た
原
文
に
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
と
言
え

ば
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

一
八
三
三
年
十
一
月
二
三
日
付
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
宛
の
手
紙
に
は
、

「
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
立
派
な
版
」
を
送
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
兄

さ
ん
の
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
は
素
晴
ら
し
い
、
心
底
か
ら
、
本
当
に
、
本

当
に
あ
り
が
と
う
」
と
熱
烈
に
喜
び
を
表
明
し
、
お
礼
を
述
べ
て
い
る
41
。

ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
そ
の
後
も
特
に
好
ん
で
読
ん
だ
ラ

テ
ン
詩
人
だ
が
、
果
た
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、
義
兄
か
ら
ど
の
よ
う
な

版
を
手
に
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
社
会
の
悪
徳
や

愚
行
、
遺
産
の
分
け
前
を
狙
う
男
、
陰
で
悪
徳
に
ふ
け
る
偽
善
哲
学
者
、

夫
に
毒
を
盛
る
妻
、
不
貞
を
働
く
妻
、
金
棒
引
き
、
男
娼
の
悩
み
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
諷
刺
詩
を
、
十
二
歳
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
な
ぜ
送
っ
た
の

か
や
や
疑
問
で
は
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
手
紙
の
中
で
二
度
も
お
礼
を
述
べ

て
い
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
興
奮
の
理
由
も
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
描
く
パ
リ
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
が
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
描

く
ロ
ー
マ
に
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

筆
で
揶
揄
さ
れ
る
パ
リ
の
悪
徳
や
愚
行
な
ど
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
パ
リ
に
ボ

ワ
ロ
ー
の
パ
リ
を
重
ね
て
み
る
可
能
性
を
示
し
た
が
、
当
時
の
教
科
書
の

内
容
と
中
等
教
育
の
状
況
、
そ
し
て
実
際
に
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
版
を
入

手
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
先

に
あ
る
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
ロ
ー
マ
と
十
九
世
紀
の
パ
リ
も
重
ね
て
い
た
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と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
パ
リ
か
ら
透

け
て
見
え
る
の
は
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
パ
リ
、
そ
し
て
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
ロ

ー
マ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
都
会
の
描
き
方
と
ボ
ワ
ロ
ー
お
よ
び
ユ
ウ

ェ
ナ
ー
リ
ス
の
描
き
方
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

例
え
ば
、
ボ
ワ
ロ
ー
と
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
は
、
群
衆
に
揉
ま
れ
る
状
況
を

耐
え
難
き
も
の
、
危
険
な
も
の
と
し
て
描
き
諷
刺
し
て
お
り
、
群
衆
は
あ

く
ま
で
も
否
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
は
ロ
ー
マ
の

群
衆
を
以
下
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

我
々
は
急
い
で
い
て
も
、
先
を
行
く
人
々
の
波
が
邪
魔
を
す
る

後
か
ら
つ
い
て
来
る
民
衆
は
、
大
き
な
集
団
を
形
成
し
、
我
々
の
足

腰
を
押
し
つ
ぶ
す
。

誰
か
が
肘
で
突
き
、
誰
か
が
棒
で
叩
く
、

誰
か
が
角
材
で
頭
を
殴
り
、
誰
か
が
酒
樽
を
ぶ
つ
け
る
。

足
は
泥
で
ベ
ト
ベ
ト
に
な
る
42
。

こ
れ
を
ボ
ワ
ロ
ー
が
模
倣
す
る
と
パ
リ
の
群
衆
は
以
下
の
よ
う
に
描
写

さ
れ
る
。

家
の
外
に
出
た
な
ら
、
二
十
倍
も
ひ
ど
い
目
に
あ
う
。

ど
こ
に
行
こ
う
と
も
、
絶
え
間
な
く
群
が
る
煩
わ
し
い
群
衆
の

雑
踏
を
か
き
分
け
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

誰
か
に
角
材
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
、
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら
れ
、

さ
ら
に
一
撃
頭
に
く
ら
っ
て
、
帽
子
が
ど
こ
か
へ
落
と
さ
れ
る
43
。

こ
の
よ
う
に
大
都
会
に
お
け
る
群
衆
は
不
愉
快
か
つ
危
険
な
も
の
と
し

て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ま
る
で
古

典
作
家
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
自
分
に
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
負

す
る
か
の
如
く
、「
群
衆
に
浴
す
る
こ
と
は
、
誰
に
で
も
で
き
る
業
で
は

な
い
。
群
衆
を
享
受
す
る
こ
と
は
一
つ
の
芸
術
（
技
術
）
な
の
だ
44
」
と

述
べ
て
お
り
、
群
衆
そ
の
も
の
を
詩
の
主
題
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
。
こ
こ
で
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
古
典
に
お
い
て
は
負
の
要
素
だ
っ
た

も
の
を
逆
転
さ
せ
て
独
特
の
美
学
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
価
値
の

転
換
で
は
な
く
、
不
快
さ
の
中
か
ら
美
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
苦
痛
の
錬

金
術
だ
と
捉
え
た
方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
古
典
作

家
た
ち
は
、
大
都
会
の
喧
騒
を
耐
え
難
く
迷
惑
な
も
の
だ
と
諷
刺
す
る
だ

け
だ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
こ
に
「
人
々
の
嘆
き
の
声
」
を
読
み
取
り
、

そ
れ
が
詩
の
核
に
も
な
っ
て
い
る
。

何
よ
り
も
、
ボ
ワ
ロ
ー
も
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
も
大
都
市
の
悪
徳
を
非
難

し
て
、
そ
れ
に
混
じ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
地
方
に
去
る
こ
と
を
決
め
て
い

る
点
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。『
悪
の
華
』
の
詩
人
は
、

「
偽
善
の
読
者
よ
、
私
の
同
類
、
私
の
兄
弟
よ
！
」
と
述
べ
て
悪
徳
を
自

分
の
も
の
と
し
共
有
し
な
が
ら
、
汚
泥
に
満
ち
た
パ
リ
を
去
る
ど
こ
ろ
か
、

た
と
え
奇
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
こ
か
ら
美
を
見
出
し
、
新
し

い
詩
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
夕
べ
の
薄
明
」
の
最
後
で
は
、
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貧
し
い
人
た
ち
へ
の
憐
み
の
情
と
さ
え
思
え
る
詩
句
が
導
き
出
さ
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
し
か
も
、
そ
の
大
半
が
家
庭
の
楽
し
さ
を
味
わ

っ
た
こ
と
も
な
く
、
／
一
度
も
生
き
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
！
」
こ

の
よ
う
な
表
現
は
、
古
典
作
家
の
口
か
ら
は
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
パ
リ
に
留
ま
る
も
の
の
、
詩
人
自
身
は
、

都
会
の
危
険
の
中
に
は
身
を
置
か
な
い
こ
と
も
事
実
だ
。
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ

ス
と
ボ
ワ
ロ
ー
の
場
合
、
群
衆
や
泥
棒
な
ど
の
危
険
に
晒
さ
れ
る
の
は
、

作
者
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
場
合
、
詩
人

は
あ
く
ま
で
も
傍
観
者
で
あ
っ
て
、
危
険
か
ら
は
離
れ
た
場
所
か
ら
夜
の

街
を
眺
め
て
い
る
。
こ
の
点
も
「
古
典
」
と
の
対
比
の
中
で
引
き
続
き
確

認
し
て
お
き
た
い
。

四
．
反
田
園
詩
と
し
て
の
パ
リ
の
詩

ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
『
諷
刺
詩
』
第
三
歌
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
模
倣

し
た
ボ
ワ
ロ
ー
の
『
風
刺
詩
』
第
六
歌
に
お
い
て
も
、
大
都
会
に
満
ち
て

い
る
偽
善
、
貧
困
、
雑
踏
、
泥
棒
、
酔
っ
払
い
な
ど
に
嫌
気
を
感
じ
た
ウ

ン
ブ
リ
キ
ウ
ス
と
ダ
モ
ン
が
、
田
舎
へ
逃
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
汚
れ
た
人
工
的
な
都
会
と
清
浄
で
自
然
あ
ふ
れ
る
田
舎

と
い
う
図
式
、
静
寂
を
求
め
て
逃
避
す
る
と
い
う
紋
切
り
型
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
「
他
処
に
（
ア
リ
ビ
）」
と
い
う
主
題
は
、
も
ち
ろ
ん
珍
し
い
も

の
で
は
な
く
、
大
都
市
に
い
れ
ば
こ
そ
生
ま
れ
た
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の

『
牧
歌
』
や
『
農
耕
詩
』
な
ど
か
ら
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
ま
で
至
る
重
要

な
ト
ポ
ス
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
い
っ
た
都
市
と
地
方
の
対
比
は
ノ
エ
ル
と
ド
プ
ラ
ス
の
教
科
書
に

収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
詩
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
十
八
世

紀
の
詩
人
コ
ラ
ル
ド
ー
の
『
デ
ュ
ア
メ
ル
氏
へ
の
書
簡
詩
』
か
ら
の
抜
粋

が
「
都
市
と
畑
」
と
い
う
題
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

都
会
の
喧
騒
と
騒
音
の
た
だ
中
で
、

私
の
理
性
は
、
私
か
ら
遠
く
離
れ
、
虚
空
に
押
し
や
ら
れ
、

無
分
別
な
群
衆
の
欲
求
に
従
い
、

喜
ば
れ
る
た
め
に
、
自
ら
の
考
え
を
犠
牲
に
し
て
い
た
45
。

こ
の
よ
う
に
都
会
の
「
喧
騒
と
騒
音
」
の
中
に
い
て
は
思
う
よ
う
に
ふ
る

ま
え
ず
、「
無
分
別
な
群
衆
」
に
従
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
描
写
か
ら
詩

は
始
ま
る
。
そ
し
て
、
夜
食
で
提
供
さ
れ
る
美
酒
と
酔
い
か
ら
逃
れ
て
理

性
を
保
て
る
も
の
は
い
な
い
、
ま
た
パ
リ
の
閨
房
、
サ
ロ
ン
で
取
り
交
わ

さ
れ
る
秘
密
が
も
っ
ぱ
ら
の
話
題
と
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ

こ
で
も
社
交
界
へ
の
諷
刺
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
生
活
を
あ
ま
り
に
も
長
い
間
過
ご
し
て
き
た
。

そ
の
騒
ぎ
を
通
し
て
、
私
は
そ
の
虚
し
さ
を
知
っ
た
。

だ
か
ら
、
ロ
ー
マ
か
ら
逃
れ
、
私
は
テ
ィ
ヴ
ォ
リ
に
戻
る

静
か
で
、
混
じ
り
け
の
な
い
大
気
を
吸
う
た
め
に
。

こ
の
よ
う
に
都
会
の
き
ら
び
や
か
な
生
活
の
「
虚
し
さ
」
に
嫌
気
が
さ
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し
て
、
田
舎
へ
去
る
と
い
う
設
定
が
詩
を
構
成
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に

グ
レ
ッ
セ
は
都
市
の
喧
騒
と
田
園
風
景
を
対
比
さ
せ
て 

以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。

こ
の
完
全
に
未
開
の
土
地
に

未
開
ゆ
え
に
一
層
魅
力
的
に
映
る
こ
の
地
に
、

喧
騒
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
見
る
の
は
心
地
よ
い

幸
福
な
羊
飼
い
た
ち
を
。

牧
歌
の
翼
に
乗
っ
た
心
は

街
の
騒
音
か
ら
遠
く
連
れ
去
ら
れ

彼
ら
の
中
に
、
一
息
つ
き
に
や
っ
て
く
る
46
。

ど
ち
ら
の
詩
も
都
市
生
活
の
虚
無
と
喧
騒
と
の
対
比
に
田
舎
の
美
徳
と

清
純
、
牧
歌
的
な
生
活
を
置
い
て
、「
他
処
へ
（
ア
リ
ビ
）」
を
夢
見
る
典

型
的
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
を
学
校
で
は
暗
唱
さ
せ
ら
れ
、
模

倣
す
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
た
の
だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
て
パ
リ
に
留
ま
っ
て
詩
を
書
く
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
の

際
、
大
都
市
か
ら
離
れ
て
田
園
詩
を
書
く
と
い
う
上
述
の
紋
切
型
を
利
用

し
て
、
今
度
は
、
大
都
市
の
中
で
田
園
詩
を
書
く
と
い
う
逆
説
を
試
み
て

い
る
。私

は
欲
す
る
、
私
の
田
園
詩
を
つ
つ
ま
し
く
書
く
た
め
に

占
星
術
師
の
よ
う
に
、
天
の
近
く
で
寝
て
、

鐘
楼
の
近
く
で
、
夢
見
な
が
ら

風
で
運
ば
れ
て
く
る
荘
重
な
歌
を
聞
く
こ
と
を
47
。

　
「
田
園
詩
を
書
く
た
め
に
」
は
、
本
来
な
ら
ば
都
会
と
は
対
極
に
あ
る

牧
歌
的
な
田
舎
を
目
指
す
と
こ
ろ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
パ
リ
の
屋
根
裏
部

屋
で
、
町
工
場
の
騒
音
を
聴
き
、
煙
突
、
鐘
楼
を
眺
め
る
と
言
う
。
古
典

的
な
紋
切
り
型
を
転
倒
さ
せ
て
、
大
都
市
で
田
園
詩
を
書
く
と
い
う
宣
言

か
ら
、「
風
景
」
と
い
う
詩
、
つ
ま
り
は
「
パ
リ
情
景
」
の
章
は
始
ま
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
屋
根
裏
部
屋
か
ら
傍
観
者
と
い
う

立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
窓
か
ら
の
眺
め
で

春
夏
秋
を
描
き
、
冬
に
な
る
と
扉
も
鎧
戸
も
締
め
切
っ
て
、
今
度
は
外
の

世
界
を
眺
め
て
描
く
の
で
は
な
く
、
自
分
の
想
像
力
だ
け
で
春
の
牧
歌
を

呼
び
起
こ
す
と
言
う
。

単
調
な
雪
を
降
ら
せ
る
冬
が
や
っ
て
き
た
ら

扉
も
鎧
戸
も
全
て
締
め
切
っ
て

夜
の
中
に
夢
想
の
宮
殿
を
築
く
だ
ろ
う
。

そ
し
て
私
は
夢
見
る
だ
ろ
う
、
青
い
地
平
線
を
、

庭
園
を
、
大
理
石
の
水
盤
に
む
せ
び
泣
く
噴
水
を
、

接
吻
を
、
夕
方
と
朝
に
歌
う
鳥
た
ち
を
、

そ
し
て
「
牧
歌
」
の
中
で
最
も
幼
稚
な
も
の
す
べ
て
を
。

「
幼
稚
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
古
典
」
に
対
す
る
揶
揄
的
な
意
味
が
響
い
て
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く
る
。
都
会
に
留
ま
る
こ
と
を
選
ん
だ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
牧
歌
は

も
う
田
舎
に
は
な
く
、
詩
人
の
頭
の
中
に
あ
る
。
都
会
の
中
で
清
澄
な
場

所
を
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
想
像
の
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
し
、
想
像

力
の
作
り
出
す
世
界
し
か
牧
歌
的
な
世
界
を
供
給
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
「
風
景
」
で
は
、「
暴
動
」
が
窓
ガ
ラ
ス
に
吹
き
荒
れ
て
も
、

つ
ま
り
は
都
会
の
喧
騒
が
襲
っ
て
き
て
も
、
詩
人
は
自
分
の
作
り
出
し
た

暖
か
い
空
想
の
世
界
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
な
い
。
想
像
力
を
頼
り
に
し

て
「
牧
歌
」
を
つ
く
る
詩
人
は
都
会
の
中
に
い
て
も
、
そ
の
喧
騒
の
た
だ

中
に
身
を
置
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
．「
貧
者
の
酔
い
」
と
「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」

　

酒
と
酔
い
も
西
欧
文
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
主
題
だ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
が
古
典
に
見
ら
れ
る
紋
切
型
や
価
値
観
を
逆
転
さ
せ
て
新
し
い
詩
を
書

い
て
い
る
こ
と
は
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
詩
と
「
屑
屋
た
ち
の
葡

萄
酒
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
そ
の
詩

の
中
で
「
パ
リ
」
と
「
田
舎
」
と
い
う
舞
台
、「
屑
屋
」
と
「
貧
者
」
と
い
う

登
場
人
物
を
置
き
換
え
、
現
代
生
活
の
英
雄
＝
屑
屋
と
い
う
逆
説
的
な
状

況
を
描
い
て
い
る
。『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
は
、
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
『
ガ
ス
ト

ロ
ノ
ミ
ー
』
か
ら
「
貧
者
の
酔
い
」
と
い
う
題
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
作
品
な
の
で
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
を
以
下
全
文
訳
す
。

貧
者
の
酔
い

あ
な
た
は
何
度
か
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
夕
刻
に
、

真
面
目
な
田
舎
者
が
住
処
に
戻
る
と
こ
ろ
、

一
日
の
労
働
を
飲
み
屋
で
終
え
た
後
、

そ
の
頭
は
ふ
ら
つ
き
、
足
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、

時
々
彼
は
躓
き
な
が
ら
も
、
い
つ
も
危
険
は
免
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
あ
る
神
が
付
き
添
い
彼
を
守
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

進
む
べ
き
道
も
お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
進
ん
で
い
く
、

身
体
を
あ
た
た
め
、
酔
わ
せ
た
液
体
に
導
か
れ
な
が
ら
。

そ
の
両
目
は
喜
び
で
満
ち
て
、
苦
々
し
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た

前
日
の
厄
介
ご
と
か
ら
心
は
解
放
さ
れ
て
い
る
。

何
度
も
回
り
道
を
し
な
が
ら
、
藁
葺
の
家
に
た
ど
り
着
く
。

王
国
の
支
配
者
と
な
っ
た
と
思
い
込
み
、

む
し
ろ
世
界
が
、
彼
の
支
配
を
要
求
し
て
、

領
地
の
所
管
を
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

彼
は
子
供
た
ち
に
宝
と
、
属
州
を
遺
贈
す
る
。

妻
は
女
王
で
、
息
子
た
ち
は
王
子
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
御
満
悦
の
さ
な
か
、
彼
は
勝
ち
誇
り
、

さ
ら
に
酒
を
要
求
す
る
、
そ
し
て
歌
い
な
が
ら
眠
り
に
つ
く
48
。

　

一
日
の
終
わ
り
に
お
酒
を
飲
ん
で
千
鳥
足
に
な
っ
て
い
る
人
に
出
会
う

描
写
か
ら
始
ま
り
、
労
働
の
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
ら
の
こ
と
を
君
主

に
見
立
て
て
叫
び
、
最
後
に
眠
る
ま
で
十
二
音
節
で
歌
わ
れ
て
い
る
と
い

う
点
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」
と
共
通
し
て
い
る
。
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「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」
に
は
数
多
く
の
異
稿
が
あ
る
が
、
一
八
五
一
‐

五
二
年
に
ゴ
ー
テ
ィ
エ
に
送
ら
れ
た
時
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
原
稿
が
残
さ
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
屑
屋
の
酔
い
（L’Ivresse d

u
 ch

iffo
n
n
ier

）」
と

い
う
題
名
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
上
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ベ
ル
シ
ュ
ー

の
「
貧
者
の
酔
い
（L’ivresse d

u
 p

au
vre

）」
を
想
起
さ
せ
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
「
貧
者
の
酔
い
」
と
い
う
題
名
は
、
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
が
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
教
科
書
の
普
及
率
を
考
え
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
題
名
も
知
れ

渡
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
し
た
と
お
り
、
ゴ
ー
テ
ィ

エ
に
十
二
編
の
詩
を
送
っ
た
際
は
、『
冥
府
』
と
い
う
詩
集
を
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
は
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
詩
の
い
く
つ
か
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
古
典
と
の
模
倣
や
借
用
を
思
わ
せ
る
要
素
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と

を
考
慮
す
れ
ば
、「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」
も
そ
の
一
例
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
単
に
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
詩
を
置
き
換
え
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
。
舞
台
が
「
田
舎
」
か
ら
「
パ
リ
」
に
、
酔
っ
払
い

が
「
真
面
目
な
田
舎
者
」
か
ら
「
屑
屋
」
に
変
わ
る
こ
と
で
詩
の
表
現
、
内

容
、
そ
し
て
詩
の
世
界
が
持
つ
広
が
り
も
深
み
も
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
舞
台
は
パ
リ
で
は
な
く
「
泥
に
ま
み
れ
た

迷
宮
、
古
い
場
末
町
の
奥
」
と
な
る
。
明
確
に
田
舎
で
あ
る
こ
と
が
言
及

さ
れ
て
い
な
い
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
舞
台
と
は
既
に
深
み
が
違
う
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
ま
た
ベ
ル
シ
ュ
ー
が
「
頭
は
ふ
ら
つ
き
、
足
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、

時
々
彼
は
躓
く
（Sa tête est vacillan

te, et sa jam
b
e avin

ée ; / Il 

tréb
u
ch

e p
arfo

is

）」
と
描
け
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
「
頭
を
振
っ
た
り
、

躓
い
た
り
、
壁
に
ぶ
つ
か
る
（u

n
 ch

iffo
n
n
ier q

u
i vien

t, h
o
ch

an
t 

la tête, / B
u
tan

t, et se co
gn

an
t au

x m
u
rs

）」
と
酔
っ
払
い
の
こ

と
を
描
き
、
そ
の
表
現
に
は
類
似
点
が
あ
る
。
た
だ
決
定
的
な
違
い
は
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
屑
屋
の
姿
を
「
ま
る
で
詩
人
の
よ
う
に
」
と
比
喩
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
に
続
い
て
述
べ
ら
れ

る
屑
屋
の
仕
事
が
、
パ
リ
が
吐
き
出
す
嘔
吐
物
を
拾
っ
て
詩
作
す
る
詩
人

の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
さ
え
捉
え
ら
れ
る
。

そ
う
、
こ
れ
ら
世
帯
の
苦
し
み
に
悩
ま
さ
れ
た
人
々
、

労
働
に
身
を
す
り
減
ら
し
、
寄
る
年
波
に
苦
し
み
、

疲
れ
切
っ
て
、
ご
み
の
堆
積
の
下
、
巨
大
な
パ
リ
が

吐
き
出
す
雑
然
と
し
た
嘔
吐
物
の
下
に
背
を
丸
く
し
て
、

こ
の
人
々
は
帰
っ
て
く
る
、
酒
樽
の
匂
い
を
漂
わ
せ
な
が
ら
49

　

ベ
ル
シ
ュ
ー
も
労
働
の
苦
労
を
書
い
て
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
一

日
の
労
働
に
疲
れ
て
」、「
苦
々
し
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た
／
前
日
の
厄
介

ご
と
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
平
板
な
表
現
と
の
差
異
は
大
き
い
。
そ

し
て
、
酔
っ
た
田
舎
者
の
場
合
は
、
君
主
よ
ろ
し
く
妻
と
息
子
た
ち
に
領

土
を
分
け
与
え
る
が
、
屑
屋
は
戦
争
帰
り
の
将
軍
の
よ
う
に
、
そ
の
兵
隊

と
も
と
れ
る
仲
間
を
引
き
連
れ
て
お
り
、「
愛
に
酔
っ
た
民
衆
に
、
栄
光

を
も
た
ら
す
」
と
し
て
い
る
。
屑
屋
の
労
働
は
も
は
や
個
人
的
な
も
の
で
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は
な
く
、
社
会
全
体
に
対
す
る
一
種
の
戦
い
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ベ
ル
シ

ュ
ー
の
場
合
、
酔
っ
て
歌
い
な
が
ら
眠
り
に
つ
く
楽
観
的
で
微
笑
ま
し
い

情
景
で
終
わ
る
も
の
の
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
最
後
の

眠
り
は
、
た
だ
の
眠
り
で
は
な
い
。「
沈
黙
の
う
ち
に
死
ん
で
い
く
、
呪

わ
れ
た
人
々
の
、
恨
み
を
紛
ら
わ
せ
、
怠
惰
の
心
を
揺
ら
す
た
め
、
神
は

悔
恨
に
駆
ら
れ
、
眠
り
を
作
っ
た
」
と
描
く
こ
と
で
、
そ
れ
は
一
日
の
終

わ
り
に
許
さ
れ
る
安
眠
だ
け
で
は
な
く
、
死
さ
え
も
想
起
さ
せ
る
力
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
シ
ュ
ー
の
詩
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩

を
比
較
す
る
と
、
そ
の
主
題
と
構
成
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
舞
台
と
登
場

人
物
を
変
え
る
こ
と
で
、
詩
の
概
念
そ
の
も
の
さ
え
も
変
え
る
よ
う
な
作

品
に
な
っ
て
い
る
。
酔
い
と
い
う
ト
ポ
ス
に
お
い
て
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
教
科
書
に
出
て
く
る
詩
を
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
で
新
し
い
詩
を
作
り
出

し
た
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。

結
語

　

ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
教
科
書
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
版
二
冊
と
ラ
テ

ン
語
版
二
冊
の
選
集
の
重
要
性
は
今
ま
で
も
問
題
に
さ
れ
て
き
た
が
、
具

体
的
な
文
学
作
品
と
の
関
係
を
扱
っ
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
二
種
類
の
『
課
業
』
が
ど
こ
ま
で
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
実
際
に
利

用
さ
れ
て
い
た
か
確
証
を
得
る
の
が
難
し
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
そ

れ
も
文
学
研
究
、
教
育
史
研
究
に
お
い
て
中
等
教
育
の
具
体
的
な
内
容
の

把
握
が
遅
れ
た
せ
い
も
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
以
前
の
教
育
内
容
の
重
要
性

が
再
認
識
さ
れ
、
近
年
に
な
っ
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
、
そ
の
量
質
と

も
に
充
実
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
序
論
で
触
れ
た
。
本
論
も
そ
う
い
っ
た

流
れ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
』
の
中
で
有
名
な
一

節
、「
美
は
常
に
奇
異
（b

izarre

）
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
敢
え
て
ず
ら
す
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
も
そ
も
「
奇
異
」
で
あ
る

と
感
じ
る
た
め
に
は
、
何
か
基
本
と
な
る
「
普
通
」
と
思
え
る
対
象
が
必

要
で
あ
る
。「
奇
異
」
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
「
奇
異
」

さ
は
想
像
し
に
く
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
作
品
に
込
め
ら
れ
た
「
奇
異
」
さ

を
知
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
「
普
通
」
を
知
る
必
要
が
生
じ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
奇
異
」
さ
、
新
し
さ
を
知
る
た
め
に
、
当
時
の
「
普

通
」
と
し
て
学
校
教
育
の
形
成
し
て
い
た
「
古
典
」
や
紋
切
型
を
鍵
に
し
て
、

今
ま
で
は
あ
ま
り
見
え
て
い
な
か
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
奇
異
さ
を

浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　

パ
リ
を
描
い
た
の
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
パ
リ
だ
け

で
は
な
く
、
人
間
の
悪
徳
、
売
春
、
盗
賊
、
群
衆
、
葡
萄
酒
の
酔
い
な
ど

も
既
に
「
古
典
」
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
は
や

ド
リ
ー
ル
が
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
仏
訳
し
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
が
『
ア
ン
リ
四
世
頌
』
を
作
っ
て
喝
采
さ
れ
る
時
代
で
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
古
典
の
作
り
出
し
た
紋
切
型
を
反
転
さ

せ
、
諷
刺
し
て
描
く
こ
と
を
選
択
し
た
。
そ
う
い
っ
た
手
法
自
体
は
中
等

教
育
で
学
ん
だ
模
倣
や
敷
衍
の
技
術
で
あ
り
、
古
典
的
手
法
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
現
代
生
活
と
い
う
新
し
い
領
域
を
詩
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で
扱
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
重
要
な
価

値
の
転
換
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
詩
人
自
身
が
、
傍
観
者

と
し
て
外
界
を
描
き
な
が
ら
も
、
悪
徳
の
共
犯
者
と
な
り
、
詩
人
自
身
の

内
面
世
界
も
描
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
夕

べ
の
薄
明
」
と
「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」
の
末
尾
に
書
か
れ
た
「
家
庭
の
楽

し
さ
を
味
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
」
大
部
分
の
人
た
ち
、
そ
し
て
「
沈
黙
の

う
ち
に
死
ん
で
い
く
、
呪
わ
れ
た
人
た
ち
」
に
対
す
る
特
殊
な
哀
惜
の
念

が
醸
し
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
十
九
世
紀
パ
リ
の
現
代
生
活

も
泥
に
ま
み
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
泥
を
泥
と
し
て
描
く
の
で
は

な
く
金
に
変
え
る
た
め
に
は
、
現
代
生
活
の
醸
し
出
す
喧
騒
か
ら
「
人
々

の
嘆
き
の
声
」
を
聴
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と

古
典
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
立
場
の
違
い
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　

一
八
四
八
年
以
降
、
反
芸
術
的
運
動
と
し
て
レ
ア
リ
ス
ム
の
流
れ
が
盛

り
上
が
り
を
見
せ
る
中
、
ク
ー
ル
ベ
を
中
心
に
し
て
「
素
朴
さ
」
を
重
要

視
す
る
芸
術
家
た
ち
の
流
れ
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
関
心
を
持
っ
た
こ
と
は

既
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
こ
の
素
朴
さ
と

い
う
選
択
の
背
景
に
「
記
憶
＝
教
養
」
か
ら
の
解
放
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

『
冥
府
』
に
含
ま
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
十
二
編
の
詩
の
う
ち
「
吸
血
鬼
の
変

身
」、「
屑
屋
た
ち
の
葡
萄
酒
」、
そ
し
て
「
夕
べ
の
薄
明
」
な
ど
に
は
古
典

の
パ
ロ
デ
ィ
や
反
古
典
＝
反
紋
切
型
と
い
う
意
図
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ

が
中
等
教
育
を
受
け
た
一
部
の
教
養
あ
る
人
に
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
て

い
た
点
か
ら
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
単
に
民
主
主
義
的
な
教
養
か
ら
の

解
放
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
一
定
の
教
養
が
な
け
れ
ば
読
み
取
れ
な
い
詩
人
の
意
図
が
あ
り
、

理
解
で
き
る
人
に
は
理
解
で
き
る
と
い
う
一
種
の
貴
族
趣
味
さ
え
混
在
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
古
典
の

作
り
出
し
た
紋
切
型
を
反
転
さ
せ
、
諷
刺
し
、
ず
れ
や
奇
異
さ
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
で
近
代
詩
の
礎
の
一
部
を
築
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
近
代
詩
の
一
面
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
一
面
も
十
九
世
紀
の
中
等
教
育
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
教
養
の

具
体
的
な
中
身
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
確
証
を
も
っ
て

言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

本
論
で
扱
っ
た
ノ
エ
ル
と
ド
ラ
プ
ラ
ス
の
選
集
は
、
中
等
教
育
の
ご
く

一
面
で
し
か
な
い
。
ま
た
『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』
に
は
本
論
で
扱
っ
た
主
題

の
他
に
、
墓
と
し
て
の
詩
、
死
を
扱
っ
た
作
品
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

猫
や
蛇
な
ど
の
動
物
な
ど
の
描
写
、
マ
ル
モ
ン
テ
ル
と
ラ
・
ア
ル
プ
の
文

学
論
な
ど
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。『
フ
ラ
ン
ス
課
業
』

に
含
ま
れ
る
詩
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
修
辞
学
的
側
面
の
比
較
も
考
察

に
値
し
よ
う
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
点
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
の
詩
の
下
か
ら
ま
た
違
っ
た
一
面
が
透
け
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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い
る
。

7 
G

ra
n

d
 D

iction
n

a
ire U

n
iversel d

u
 X

IX
e siècle d

e P
ierre 

Laro
u
sse, p

. 1048.

8 
B

iogra
ph

ie u
n

iverselle a
n

cien
n

e et m
od

ern
e, réd

igé p
ar 

u
n
e société d

e gen
s d

e lettres et d
e savan

ts, P
aris, M

ich
au

d
, 

1844, t. 75, p
. 442.

9　

Fran
cisq

u
e Sarcey, « D

es Fleu
rs ! D

es Fleu
rs ! », Le X

IX
e 

siècle, jou
rn

a
l qu

otid
ien

 politiqu
e et littéra

ire, le 26 m
ars 

1879.  

10　

J.–A
. G

u
yet, R

h
étoriqu

e a
ppliqu

ée ou
 R

ecu
eil d

’exercices 
littéra

ires d
a

n
s tou

s les gen
res d

e com
position

 fra
n

ça
ise, 

d
éd

ié au
x m

aiso
n
s d

’éd
u
catio

n
, Lyo

n
, ch

ez l’A
u
teu

r, 1850, 
p
. 218.

11 
T
h
éo

d
o
re–H

en
ri B

arrau
, E

xercices d
e com

position
 et d

e 
style ou

 Su
jet d

e d
escription

s, d
e n

a
rra

tion
s, d

e d
ia

logu
es 

et d
e d

iscou
rs, P

aris, H
ach

ette, 1853.

12 
Fran

ço
is N

o
ël et Fran

ço
is D

elap
lace, Leçon

s la
tin

es d
e 

littéra
tu

re et d
e m

ora
le, P

aris, N
o
rm

an
t–N

ico
lle, 1

8
0
8
, 

p
. xi.

13 
F
ra

n
ço

is M
o
y
sa

n
t e

t Je
a
n

–
P
o
n

s–V
icto

r L
e
co

u
tz d

e 
Lévizac, B

iblioth
èqu

e porta
tive d

es É
criva

in
s F

ra
n

ça
is, ou

 
C

h
oix d

es m
eilleu

rs m
orcea

u
x ex

tra
its d

e leu
rs ou

vra
ges 

ta
n

t en
 p

ro
se q

u
’en

 vers, p
rem

ière éd
itio

n
, L

o
n
d

res, 
D

u
lau

, 2 vo
l., 18

0
0 ; seco

n
d
e éd

itio
n
 co

n
sid

érab
lem

en
t 
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au
g
m

en
tée et su

r u
n
 n

o
u
veau

 p
lan

, L
o
n
d

res, D
u
lau

, 
3 vo

l., 1803 (I et II p
ro

se, et III vers).

14　
B

iogra
ph

ie u
n

iverselle a
n

cien
n

e et m
od

ern
e, réd

igé p
ar 

u
n
e société d

e gen
s d

e lettres et d
e savan

ts, P
aris, M

ich
au

d
, 

1844, t. 75, p
. 442.

15 
G

u
stave V

ap
ereau

,  D
iction

n
aire u

n
iversel d

es littéra
tu

res, 
P
aris, H

ach
ette, 1876, p

. 1247.

16 
F
ran

ço
is M

o
y
san

t e
t Je

an
–P

o
n
s–

V
icto

r L
e
co

u
tz d

e 
Lévizac, A

brégé d
e la

 B
iblioth

èqu
e porta

tive d
es écriva

in
s 

fra
n

ça
is, ou

 C
h

oix
 d

es m
eilleu

rs m
orcea

u
x

 ex
tra

its d
e 

leu
rs ou

vra
ges en

 prose et en
 vers, Lo

n
d
res, D

u
lau

, 1801.

17 
F
ran

ço
is M

o
y
san

t e
t Je

an
–P

o
n
s–V

icto
r L

e
co

u
tz d

e 
Lévizac, É

tu
d

es d
e littéra

tu
re, d

’h
istoire et d

e ph
ilosoph

e, 
ex

traits d
e n

o
s m

eilleu
rs o

u
vrag

es, (...) réd
igées su

r u
n
 

p
lan

 en
tièrem

en
t n

eu
f, p

lu
s sim

p
le et p

lu
s m

éth
o
d
iq

u
e, p

ar 
u
n
 an

cien
 p

ro
fesseu

r à l’A
cad

ém
ie d

e P
aris (J–P. G

allais), 
p
récéd

ées d
’u

n
 d

isco
u
rs su

r la littératu
re, N

o
u
velle éd

itio
n
, 

P
aris, Lo

n
gch

am
p
s, 1812.

18 
F
ran

ço
is M

o
y
san

t e
t Je

an
–P

o
n
s–V

icto
r L

e
co

u
tz d

e 
Lévizac, C

ou
rs d

e littéra
tu

re, d
’h

istoire et d
e ph

ilosoph
ie, 

ex
tra

ites d
e n

o
s m

eilleu
rs o

u
vra

ges, n
o
u
velle éd

itio
n
, 

P
aris, B

o
ssan

ge et M
asso

n
, 2 vo

l., 1814.

19 
C

a
ta

logu
e gén

éra
l, m

éth
od

iq
u

e et ra
ison

n
é d

es livres 
fra

n
ça

is, la
tin

s, ita
lien

s, esp
a

gn
ols, p

ortu
ga

is, etc. q
u

i 
se trou

ve ch
ez A

. B
. D

u
la

u
 et C

o. Soh
o–Squ

a
re, a

vec d
es 

n
otes bibliogra

ph
iqu

es, et les vra
is n

om
s d

es prin
cipa

u
x 

a
n

on
ym

es et pseu
d

on
ym

es, Lo
n
d
res, jan

vier, 1813, p
. 325.

20 
N

o
rb

ert Savariau
, « La littératu

re fran
çaise, d

iscip
lin

e 
sco

laire au
 tem

p
s d

es p
rem

iers lycées », R
evu

e d
’h

istoire 
littéra

ire d
e la

 Fra
n

ce, sep
tem

b
re 1995, p

. 730.

21 
B

au
d
elaire, [Lettre à Ju

les Jan
in

] d
an

s Œ
u

vres com
plètes, 

texte étab
li, p

résen
té et an

n
o
té p

ar C
lau

d
e P

ich
o
is, P

aris, 
G

allim
ard

, co
ll. B

ib
lio

th
èq

u
e d

e la P
léiad

e, t. II, 1
9
7
6
, 

p
. 232. 

以
後
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
こ
の
版
に
よ
る
も
の
と
し
、

一
巻
を
「O

C
 I

」
二
巻
を
「O

C
 II

」
と
記
す
。

22 
B

au
d
elaire, R

éfl
exion

s su
r qu

elqu
es–u

n
s d

e m
es con

tem
-

pora
in

s, O
C

 II, p
. 159.

23 
A

lb
ert T

h
ib

au
d
et, In

térieu
r : B

a
u

d
ela

ire, F
rom

en
tin

, 
A

m
iel, éd

itio
n
 p

résen
tée et an

n
o
tée p

ar R
o
b
ert K

o
p
p
, 

P
aris, G

allim
ard

, 2010. p
. 40–43.

コ
ッ
プ
が
注
の
中
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
こ
の
主
張
に
は
若
干
の
修
正
が
必
要
と
な
る
。

24 

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅰ 

悪
の
華
』
阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年
、
五
五
五
―
五
五
六
頁

25 
C

o
llin

–
D

’H
are

v
ille

, L’A
rt d

u
 P

ein
tre, d

écrit p
a

r 
le P

oète (Les A
rtistes), d

an
s F

ran
ço

is N
o
ël et F

ran
ço

is 
D

elap
lace, Leçon

s fra
n

ça
ises d

e littéra
tu

re et d
e m

ora
le, 

P
aris, Le N

o
rm

an
t, 22

e éd
., 1836, t. II, p

. 271–272. 

本
論
で

は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
中
等
教
育
を
受
け
て
い
た
年
代
を
考
慮
し
て
こ

の
版
を
参
照
す
る
。
以
後
同
書
は
「N

o
ël et D

elap
lace, Leçon

s 
fra

n
ça

ises, 1836, t. II

」
と
記
す
。

26 
La F

o
n
tain

e, La
 P

ein
tu

re, N
o
ël et D

elap
lace, Leçon

s 
fra

n
ça

ises, 1836, t. II, p
. 270.

27 
B

au
d
elaire, O

bsession
, O

C
 I, p

. 76.
28 

F
ran

ço
is d

e
 N

e
u
fch

âte
au

, P
a

ris (P
a

m
éla

), N
o
ë
l e

t 
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D
elap

lace, Leçon
s fra

n
ça

ises, 1836, t. II, p
. 703–704.

29 
D

esm
ah

is, La
 V

ie d
e P

a
ris (Le Triom

ph
e d

u
 Sen

tim
en

t), 
N

o
ël et D

elap
lace, Leçon

s fra
n

ça
ises, 1836, t. II, p

. 704–705.

30 
G

re
sse

t, S
o

ciété d
e P

a
ris (L

e M
éch

a
n

t), N
o

ë
l e

t 
D

elap
lace, Leçon

s fra
n

ça
ises, 1836, t. II, p

. 701–702.

31 
B

o
isjo

lin
, La

 C
a

m
p

a
gn

e a
u

 lever d
u

 So
leil, N

o
ël et 

D
elap

lace, Leçon
s fra

n
ça

ises, 1836, t. II, p
. 112.

32 

詳
し
く
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。To

ru
 H

atak
eyam

a, 
« R

éexam
in

er B
au

d
elaire et le son

ge d
’A

th
alie », M

od
ern

ités, 
n

o 37, P
resses U

n
iversitaires d

e B
o
rd

eau
x, 2014, p

. 81–94.

33 
B

au
d
elaire, C

répu
scu

le d
u

 soir, O
C
 I, p

. 95.

34 
B

o
ileau

, A
rt poétiq

u
e, d

an
s Œ

u
vres com

plètes, éd
itio

n
 

étab
lie et an

n
o
tée p

ar Fran
ço

ise E
scal, P

aris, G
allim

ard
, 

co
ll. B

ib
lio

th
èq

u
e d

e la P
léiad

e, 1966, p
. 34.

35 
P
au

l B
o
u
rget, « H

o
m

m
age à B

au
d
elaire », Le G

a
u

lois, 24 
o
cto

b
re 1927.

36 
B

au
d
elaire, C

orrespon
d

a
n

ce, tex
te étab

li, p
résen

té et 
an

n
o
té p

ar C
lau

d
e P

ich
o
is avec la co

llab
o
ratio

n
 d

e Jean
 

Z
iegler, G

allim
ard

, co
ll. B

ib
lio

th
èq

u
e d

e la P
léiad

e, t. I, 2
e 

éd
., 1993, p

. 248. 

以
後
、「C

P
l, t. I

」
と
表
記
す
る
。

37 
B

o
ileau

, Sa
tire, C

h
an

t I et V
I, Œ

u
vres com

plètes, éd
. cit., 

p
. 13 et p

. 36. 

38 
Fran

ço
is N

o
ël et D

elap
lace, « P

réface », Leçon
s la

tin
es 

d
e littéra

tu
re et d

e m
ora

le, P
aris, Le N

o
rm

an
t–N

ico
le, t. I, 

1808, p
. x.

39 
B

au
d
elaire, C

P
l, t. I, p

. 47.

40 
Fran

ço
is N

o
ël et D

elap
lace, Leçon

s la
tin

es d
e littéra

tu
re 

et d
e m

ora
le, éd

. cit., t. II, 1808, p
. 198–199 et p

. 304–305.

41 
B

au
d
elaire, C

P
l, t. I, p

. 21–22.

42 
Ju

vén
al, Sa

tires, tex
te étab

li et trad
u
it p

ar P
ierre d

e 
Lab

rio
lle et Fran

ço
is V

illen
eu

ve, P
aris, So

ciété d
’éd

itio
n
 

« les B
elles Lettres », 1983, p

. 33. 

訳
に
あ
た
っ
て
は
国
原
吉
之
助

お
よ
び
藤
井
昇
の
邦
訳
を
参
考
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

43 
B

oileau, Sa
tire, C

h
an

t V
I, Œ

u
vres com

plètes, éd. cit., p
. 34.

44 
B

au
d
elaire, La

 Fou
le, O

C
 I, p

. 291.

45 
C
o
lard

eau
, La

 V
ille et les C

h
a

m
ps (É

pître à
 M

. D
u

h
a

m
el), 

N
o
ël et D

elap
lace, Leçon

s fra
n

ça
ises, 1836, t. II, p

. 198.

46 
G

resset, L’É
glogu

e et l’Id
ylle, N

o
ël et D

elap
lace, Leçon

s 
fra

n
ça

ises, 1836, t. II, p
. 269.

47 
B

au
d
elaire, P

a
ysa

ge, O
C
 I, p

. 82.

48 
B

erch
o
u
x,  L’Ivresse d

u
 P

a
u

vre (La
 G

a
stron

om
ie), N

o
ël 

et D
elap

lace, Leçon
s fra

n
ça

ises, 1836, t. II, p
. 168.

49 
B

au
d
elaire, Le vin

 d
es ch

iffon
n

iers, O
C
 I, p

. 106.
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